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林

賢

章

一

古
代
の
時
刻
表
示
の
一
つ
に
更
点
法
が
あ
る
︒
身
近
な
辞
典
か
ら
引
用

し
て
お
こ
う
︒

a

(﹁
更
・
点
﹂
の
項
)﹁
90

夜
間
専
用
の
時
間
帯
｣

〈前
略
﹀
深
更

と
い
え
ば
深
夜
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
更
と
い
う
の

は
︑
夜
間
専
用
の
時
制
で
︑
古
く
か
ら
詩
文
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
時
刻

表
現
の
こ
と
ば
で
あ
る
︒
夜
間
に
使
用
さ
れ
︑
且
つ
古
く
よ
り
使
わ
れ
て

い
る
の
で
︑
不
定
時
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
︑

そ
の
定
義
は
明
確
で
な
い
︒
ふ
つ
う
の
解
釈
は
︑
更
は
夜
間
を
五
等
分
し

た
も
の
で
︑
こ
れ
を
順
次
に
一
更
︑
二
更
︑
三
更
と
名
づ
け
︑
五
更
が
終

わ
る
と
夜
が
明
け
る
と
す
る
︒
ま
た
一
更
を
甲
夜
︑
二
更
を
乙
夜
︑
三
更

を
丙
夜
︑
四
更
を
丁
夜
︑
五
更
を
戊
夜
と
も
い
う
︒
ま
た
﹁
乙
夜
の
覧
﹂

と
い
へ
ば
︑
天
皇
が
乙
夜
と
い
う
夜
お
そ
く
ま
で
書
物
を
読
ん
で
勉
強
さ

れ
る
こ
と
を
い
う
か
ら
︑
更
夜
︑
乙
夜
︑
従
っ
て
一
更
︑
二
更
と
い
う
の

は
時
刻
点
を
指
す
こ
と
ば
で
は
な
く
︑
夜
間
を
五
等
分
し
た
時
間
帯
を
い

う
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

各
一
更
の
時
間
を
五
等
分
し
て
︑
そ
の
各
分
割
を
一
点
︑
二
点
︑
三
点
︑

四
点
︑
五
点
と
称
え
る
︑
も
ち
ろ
ん
各
点
は
︑
一
更
の
五
分
の
一
に
当
た

る
時
間
帯
に
な
る
︒
従
っ
て
三
更
の
中
央

(
三
更
三
点
の
中
央
)
は
︑

ち
ょ
う
ど
夜
半
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
詩
文
で
は
夜
半
を
い
う

の
に
︑
三
更
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
る
の
を
よ
く
見
か
け
る
︒
︿
下
略
﹀

四
九



(
広
瀬
秀
雄
﹃
日
本
史
小
百
科
暦
﹄
東
京
堂
出
版

一
九
七
八
年
)

b
か
う
︻
更
︼
コウ

︹
名
︺
日
没
か
ら
翌
朝
の
日
の
出
ま
で
を
五
等
分
し

た
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
刻
︒
季
節
に
よ
っ
て
﹁
更
﹂
の
長
さ
が
変
わ
る
の
で
︑

現
在
の
時
刻
に
は
適
合
し
に
く
い
︒
ほ
ぼ
初
更
は
甲
夜
︑
戌

(い
ぬ
)
の

時
で
午
後
八
時
ご
ろ
︑
二
更
は
乙
夜

(い
つ
や
)
︑
亥

(
い
)
の
時
で
午

後
十
時
ご
ろ
︑
三
更
は
丙
夜
︑
子

(ね
)
の
時
で
午
前
零
時
ご
ろ
︑
四
更

は
丁
夜
︑
丑

(
う
し
)
の
時
で
午
前
二
時
ご
ろ
︑
五
更
は
戊
夜
︑
寅

(
と

ら
)
の
時
で
午
前
四
時
ご
ろ
に
当
た
る
︒
﹁
五
更
﹂
と
書
い
て
﹁
あ
か
と

き
﹂
と
読
む
の
は
︑
こ
の
た
め
で
あ
る
︒﹁
杜
子
美
が
詩
に
聞キ

レ

雨ヲ

寒

︱
︱
尽ク

(=

五
更
ガ
終
ワ
リ
午
前
四
時
ガ
過
ギ
ル
)

レ

開

門

ケ

バ

ヲ

落
葉
深シ

と
い

う
詩
の
あ
る
を
﹂
︿
正
徹
物
語
・
上
﹀

(中
田
祝
夫
編
監
修
﹃
古
語
大
辞
典
﹄
小
学
館

一
九
八
三
年
)

c
こ
う
て
ん

更
点

夜
に
だ
け
も
ち
い
ら
れ
た
不
定
時
法
の
時
刻

の
呼
称
︒
暮
六
つ
か
ら
明
六
つ
ま
で
を
五
等
分
し
︑
一
更
︑
二
更
︑
三
更
︑

四
更
︑
五
更
と
分
け
る
︒
こ
の
各
更
を
ま
た
五
つ
に
し
︑
一
点
︑
二
点
な

ど
と
す
る
︒
こ
の
呼
び
名
で
は
暮
れ
六
つ
が
一
更
一
点
に
当
た
る
︒
ゼ
ロ

は
用
い
な
い
か
ら
各
更
と
も
一
点
で
始
ま
り
︑
六
点
目
が
次
の
更
の
一
点

五
更
考

五
〇

図 1



と
重
な
る
︒
三
更
の
真
中
︑
す
な
わ
ち
三
点
と
四
点
の
中
央
が
九
つ
︑
い

ま
で
い
う
午
前
〇
時
と
な
り
︑
暦
法
上
の
正
規
の
呼
称
で
言
え
ば
子
の
正

初
刻
に
当
た
る
︒
更
点
は
不
定
時
法
で
あ
る
か
ら
夜
の
長
い
冬
至
の
こ
ろ

は
更
点
の
感
覚
も
長
い
し
︑
夜
が
短
い
と
き
は
更
点
も
短
い
︒
一
更
の
長

さ
は
鼓
鐘
制
の
一
時
の
一
・
二
倍
の
長
さ
と
な
る
︒
中
根
元
圭
の
﹃
三
正

俗
解
﹄
に
は
点
の
こ
と
は
唱
と
い
い
︑
ま
た

籌
ち
ゆ
う

と
も
言
う
と
あ
る
︒
世

間
で
は
寅
の
一
点
︑
辰
の
一
点
の
よ
う
な
使
い
方
を
し
て
い
る
が
︑
こ
れ

は
俗
習
の
は
な
は
だ
し
き
も
の
と
戒
め
て
い
る
︒
寅
と
か
辰
は
定
時
法
の

呼
び
名
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
使
用
の
混
同
を
不
可
と
し
て
い
る
訳
で
あ
る
︒

し
か
し
古
い
記
録
で
は
︑
こ
の
寅
の
一
点
式
の
例
が
昼
夜
の
別
な
く
み
ら

れ
る
︒
ま
た
一
更
を
更
夜
︑
二
更
を
乙
夜
︑
三
更
を
丙
夜
︑
四
更
を
丁
夜
︑

五
更
を
戊
夜
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
︒

(内
田
正
男
﹃
暦
と
時
の
事
典
﹄
雄
山
閣

一
九
八
六
年
)

a
は
広
瀬
秀
雄
著
﹃
日
本
史
小
百
科

暦
﹄
(東
京
堂
出
版
)
の
﹁
こ

う
て
ん

更
点
﹂
の
項
の
引
用
で
あ
る
︒
b
は
中
田
祝
夫
編
監
修
﹃
古
語

大
辞
典
﹄
(小
学
館
)
の
﹁
か
う

(更
)﹂
の
項
︑
そ
れ
に
c
は
内
田
正
男

著
﹃
暦
と
時
の
事
典
﹄
の
﹁
90

夜
間
専
用
の
時
間
帯
﹂
か
ら
の
引
用
で

あ
る
︒

以
下
︑
三
文
献
の
名
は
︑
(
広
瀬
)
︑
(中
田
)
︑
(内
田
)
と
略
称
す
る
︒

(広
瀬
)
に
は
同
項
の
説
明
の
理
解
を
考
え
て
時
間
の
図
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
︒
そ
こ
で
︑
(
広
瀬
)
の
理
解
を
考
え
て
︑
右
引
用
末
尾
に
掲
載
し

た
︒
な
お
︑
(
広
瀬
)
を
全
文
引
用
し
な
か
っ
た
の
は
︑
そ
の
項
が
長
い

か
ら
で
あ
る
︒
a
・
b
・
c
の
順
は
出
版
年
の
順
で
あ
る
︒

先
に
本
論
の
主
目
的
を
述
べ
て
お
く
︒
次
の
要
約
A
で
三
文
献
と
も
更

点
法
が
不
定
時
法
の
時
刻
表
示
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
が
定

時
法
の
時
刻
表
示
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
の
が
本
稿
の
第
一
目
標
で
あ
る
︒

さ
ら
に
こ
の
こ
と
と
関
連
し
︑
今
日
の
時
間
と
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い

る
か
も
述
べ
る
︒
ま
た
︑
定
時
法
・
不
定
時
法
と
関
連
し
て
︑
日
本
の
古

代
に
は
不
定
時
法
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
る
︒

二

右
の
三
文
献
を
本
稿
に
関
係
す
る
点
に
限
っ
て
要
約
す
る
と
︑
次
の
二

点
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒

A

﹁
日
没
か
ら
翌
朝
の
日
の
出
ま
で
を
五
等
分
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
刻
︒

季
節
に
よ
っ
て
﹁
更
﹂
の
長
さ
が
変
わ
る
の
で
︑
現
在
の
時
刻
に
は
適
合

し
に
く
い
︒
﹂
(中
田
)
︑﹁
夜
に
だ
け
も
ち
い
ら
れ
た
不
定
時
法
の
時
刻
の

五
更
考

五
一



呼
称
︒﹂
(内
田
)
と
あ
る
の
で
更
点
法
を
二
つ
の
文
献
と
も
︑
不
定
時
法

と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
(広
瀬
)
は
﹁
深
更
と
い
え
ば

深
夜
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
更
と
い
う
の
は
︑
夜
間

専
用
の
時
刻
で
︑
古
く
か
ら
詩
文
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
時
間
表
現
の
こ

と
ば
で
あ
る
︒
夜
間
に
使
用
さ
れ
︑
且
つ
古
く
よ
り
使
わ
れ
て
い
る
の
で
︑

不
定
時
法
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
︑
そ
の
定

義
は
明
確
で
は
な
い
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
先
に
提
示
し
た
時
間
の

(図

1
)
と
合
わ
せ
て
︑
こ
れ
も
不
定
時
法
の
表
現
と
し
て
い
る
︒
が
︑
(広

瀬
)
で
は
︑
文
中
に
︑﹁
そ
の
定
義
は
明
確
で
は
な
い
︒﹂
と
言
っ
て
い
る

よ
う
に
︑
不
定
時
法
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は
明
確
で
は
な
い
︒
五
更
が
不

定
時
法
で
あ
る
こ
と
の
主
張
は
︑
現
代
辞
書
史
上
ほ
と
ん
ど
ど
の
辞
書
に

も
見
え
る
が
︑
根
拠
が
し
っ
か
り
し
な
い
と
主
張
す
る

(広
瀬
)
を
筆
頭

に
︑
(中
田
)
(内
田
)
で
も
そ
の
根
拠
が
明
確
で
な
い
せ
い
か
︑
項
目
の

説
明
の
中
に
︑
疑
問
を
感
じ
る
表
現
が
見
ら
れ
る(1
)

︒

B

﹁
江
戸
時
代
も
貞
享
暦
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
は
︑
夜

間
は
日
暮
れ
か
ら
翌
日
の
夜
明
け
ま
で
を
さ
す
こ
と
が
定
着
し
て
い
た
ら

し
い
が
︑
江
戸
時
代
初
期
ま
た
は
そ
れ
以
前
は
︑
夜
間
は
日
没
か
ら
日
出

ま
で
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒﹂
(広
瀬
)︑﹁
暮
六
つ
か
ら
明
六
つ
ま
で

を
五
等
分
し
﹂
(
中
田
)
︑﹁
日
没
か
ら
翌
朝
の
日
の
出
ま
で
を
五
等
分
し

た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
刻
︒﹂
(内
田
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
夜
を
五
等
分
し

た
も
の
が
﹁
更
﹂
と
し
て
い
る
の
は
三
書
共
通
し
て
い
る
が
︑
(
中
田
)

は
夜
を
﹁
日
没
か
ら
日
の
出
﹂
と
し
︑
(
内
田
)
は
﹁
暮
六
つ
か
ら
明
六

つ
ま
で
﹂
と
し
︑
(
広
瀬
)
は
貞
享
暦
の
後
は
﹁
暮
れ
六
つ
明
け
六
つ
だ

が
︑
江
戸
時
代
初
期
以
前
は
日
没
日
出
の
間
﹂
と
し
て
い
る
︒
た
だ

(広

瀬
)
は
︑
そ
の
下
文
に
︑﹁
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒﹂
と
疑
問
・
推
量
の

表
現
が
付
け
ら
れ
て
お
り
︑
確
定
を
避
け
て
い
る
︒

当
た
り
前
だ
が
︑
日
没
日
出
の
時
間
と
暮
れ
六
つ
と
明
け
六
つ
の
間
の

時
間
は
︑
当
然
違
う
︒
五
更
を
定
義
す
る
の
に
︑
重
要
な
違
い
を
含
ん
で
︑

各
辞
書
は
五
更

(
更
点
法
)
に
つ
い
て
不
定
時
法
と
説
明
を
し
て
い
た
の

で
あ
る
︒

な
お
︑
(内
田
)
の
意
見
﹁
暮
六
つ
か
ら
明
六
つ
ま
で
﹂
を
五
分
し
た

と
い
う
意
見
の
根
拠
は
何
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
推
定
す
る

こ
と
に
な
る
が
︑
五
更
の
開
始
時
間
と
終
了
時
間
と
し
て
い
る
こ
と
︒
と

い
う
よ
り
︑
更
点
法
そ
の
も
の
の
理
解
は
︑
(
内
田
)
の
﹁
更
点
﹂
の
項

目
に
引
用
さ
れ
て
い
る
中
根
元
圭
の
﹃
三
正
俗
解
﹄
に
よ
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
︒
そ
こ
で
﹃
三
正
俗
解
﹄
の
﹁
更
点
ノ
弁
﹂
を
引
用
す
る
︒

五
更
考

五
二



更
点
ノ
弁

更カ
ウ

点テ
ム

ト
云
ハ
夜ヤ

分ブ
ン

ニ

局
カ
ギ
ル

名
ナ
リ
其
夜ヨ

ノ
長
短
ニ

随
テ

均
ヒ
ト
シ

ク
五
ニ
分
テ
一
更カ
ウ

二
更
三
四
五
更
ト
云
︒

又
其
更カ
ウ

ヲ
均
ク
五
段
ト
シ
テ
︑
一
点
二
点
等
ト
云

ナ
リ
︒
故
ニ
冬
至
ノ
時
節
ハ
夜
長
ケ
レ
バ
︑
更カ
ウ

点テ
ム

モ
長
シ
︒
夏
至
ノ
次
節
ハ
夜
短
ケ
レ
バ
︑
更
点
モ

短
シ
︒
点
或
ハ

唱
シ
ヤ
ウ

ト
云
︒
又
ハ
籌チ
ウ

ト
云
︒
世
ニ

寅ト
ラ

ノ
一
点テ
ム

︑
辰タ
ツ

の
一
点テ
ム

ト
云
ハ
︑
俗ゾ
ク

習シ
フ

ノ
甚
キ
ナ

リ
︒
(﹃
三
正
俗
解(2
)

﹄
)

な
お
︑
こ
の
﹁
更
点
ノ
弁
﹂
に
は
右
の
図
も
付
け
ら

れ
て
い
る
︒
図
の
日
出
と
日
没
の
時
間
に
一
更
の
始
ま

り
と
五
更
の
終
わ
り
が
一
致
し
て
い
な
い
か
ら
︑
暮
れ

六
つ
と
明
け
六
つ
を
夜
間
の
始
め
と
終
わ
り
と
考
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
︒﹁
更
点
ノ
弁
﹂
全
文
か
ら
不
定
時
法

と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
も
あ
る
︒
右
の
記
述
は
︑

(内
田
)
の
﹁
暮
六
つ
か
ら
明
六
つ
ま
で
を
五
等
分
し
︑

一
更
︑
二
更
︑
三
更
︑
四
更
︑
五
更
︑
と
分
け
る
︒
こ

の
各
更
を
ま
た
五
つ
に
し
︑
一
点
︑
二
点
な
ど
と
す
る
︒

五
更
考

五
三

図 2 ｢更点ノ弁」附載図



こ
の
呼
び
名
で
は
暮
れ
六
つ
が
一
更
一
点
に
当
た
る
︒﹂
と
記
さ
れ
る
更

点
法
の
理
解
の
根
拠
が
わ
か
る
︒
た
だ
︑
広
瀬
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑

中
根
元
圭
が
﹁
世
ニ
寅ト
ラ

ノ
一
点テ
ム

︑
辰タ
ツ

の
一
点テ
ム

ト
云
ハ
︑
俗ゾ
ク

習シ
フ

ノ
甚
キ
ナ

リ
︒﹂
と
言
っ
て
い
る
の
は
︑
更
点
法
と
干
支
の
時
刻
法
を
混
乱
し
て
理

解
し
た
た
め
に
起
き
た
間
違
い
で
あ
る
︒

内
田
の
更
点
法

(五
更
)
の
理
解
は
︑﹃
三
正
俗
解
﹄
に
よ
っ
て
い
た

と
い
え
る
︒
そ
の
中
根
元
圭
の
時
刻
法
の
理
解
は
︑
か
な
り
危
な
っ
か
し

い
理
解
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

以
下
︑
中
根
︑
及
び
内
田
の
理
解
は
間
違
い
だ
っ
た
と
い
う
方
向
に
論

は
進
む
︒

本
稿
は
︑
次
の
第
三
節
で
更
点
法
の
﹁
更
﹂
を
使
用
例
を
含
め
て
検
討

す
る
が
︑
そ
の
際
︑
現
代
中
国
の
王
海
棻
著
﹃
古
糊
語
时
間
范
畴
詞
典
﹄

(安
徽
教
育
出
版

二
〇
〇
四
年
)
を
使
用
す
る
︒
そ
の
﹁
三
更
三
点
﹂

の
項
で
は
︑﹁
お
よ
そ
夜
の
一
時
ご
ろ
で
あ
る
︒
そ
の
昔
一
夜
を
五
更
に

分
け
︑
一
更
を
三
点
に
分
け
た
︒
三
更
は
夜
の
十
一
時
か
ら
翌
朝
一
時
ま

で
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る
︒
更
の
下
の
単
位
点
は
更
を
三
分
し
た
も
の
で
あ

る
と
す
る
︒
更
点
法
の
う
ち
五
更
の
論
の
途
中
だ
が
︑
日
本
と
中
国
の
更

点
法
の
点
の
違
い
を
説
明
し
て
お
く
︒
古
中
国
で
は
︑
夜
を
五
等
分
し
た

時
間
を
五
更
と
呼
び
︒
そ
の
各
更
を
さ
ら
に
三
分
し
て
そ
れ
を
点
と
呼
ん

で
い
た
︒
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
更
点
法
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑

先
に
引
用
し
た
中
根
元
圭
の
﹃
三
正
俗
解
﹄
に
は
更
点
法
の
点
に
つ
い
て
︑

﹁
又
其
更カ
ウ

ヲ
均
ク
五
段
ト
シ
テ
︑
一
点
二
点
等
云
ナ
リ
︒
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒

更
は
夜
を
五
つ
に
分
け
た
単
位
で
あ
り

(こ
れ
は
同
じ
)︑
そ
の
更
を
三

つ
に
分
け
た
も
の
が
点
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
点
に
つ
い
て
の
理
解
は

現
代
中
国
の
辞
書
で
は
三
分
︑
中
根
元
圭
は
五
分
と
違
っ
て
い
る
の
だ
っ

た
︒
こ
の
こ
と
は
い
ず
れ
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
現
在
︑
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
の
日
本
国
内
で
の
文
献
を
多
く
見
い
だ
せ
て
い
な
い
の
で
︑

日
中
の
更
点
法
の
理
解
に
は
こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
く

に
止
め
る
︒

た
だ
こ
こ
で
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
中
根
元
圭
の
更

点
法
の
理
解
は
︑
更
も
点
も
か
な
り
問
題
が
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
︒

三

更
点
法
の
起
源
は
中
国
に
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
中

国
側
で
ど
の
よ
う
に
こ
の
更
点
法
が
理
解
し
て
い
た
か
を
王
海
棻
著
﹃
古

糊
語
时
間
范
畴
詞
典
﹄
(
安
徽
教
育
出
版

二
〇
〇
四
年
)
で
調
査
し
て

み
る
こ
と
と
す
る
︒﹃
古
糊
語
时
間
范
畴
詞
典
﹄
の
﹁
古
漢
語
时
間
范
畴

五
更
考

五
四



綜
説
﹂
の
4
︑
11
﹁
以
更
鼓
記
述
时
間
﹂
(48
頁
)
の
項
に
五
更
は
詳
し

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
文
章
を
日
本
語
訳
す
る
︒﹁
古
代
は
一
夜
を

五
つ
に
分
け
る
︒
そ
れ
を
五
更
と
呼
ぶ
︒
更
ご
と
に
鼓
を
打
ち
︑
更
を
知

ら
せ
る
︒
そ
れ
で
︑﹁
更
鼓
﹂﹁
鼓
更
﹂
と
も
言
う
︒﹁
一
更
﹂﹁
初
更
﹂

﹁
鼓
一
﹂﹁
鼓
動
﹂﹁
鼓
声
初
﹂
な
ど
は
七
時
か
ら
九
時
を
指
す
︒﹁
二
更
﹂

﹁
二
鼓
﹂﹁
更
才
二
﹂
な
ど
は
九
時
か
ら
十
一
時
を
指
す
︒﹁
三
更
﹂
は
十

一
時
か
ら
翌
日
の
一
時
を
指
す
︒﹁
四
更
﹂﹁
四
鼓
﹂﹁
鼓
四
﹂
は
一
時
か

ら
三
時
を
指
す
︒﹁
五
更

(頭
)﹂﹁
鼓
残
﹂﹁
更
闌
﹂
は
三
時
か
ら
五
時
を

指
す
︒﹁
更
定
﹂﹁
鼓
絶
﹂
は
五
時
以
降
を
指
す
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

『古
糊
語
时
間
范
畴
詞
典
﹄
に
は
︑
右
の
説
明
の
後
︑﹃
全
唐
詩
﹄﹃
全

宋
詩
﹄
な
ど
の
用
例
が
18
例
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
中
国
で
は
日

本
人
が
中
国
か
ら
文
化
を
吸
収
し
て
い
た
大
概
の
時
代
で
︑
五
更
は
定
時

法
の
時
間
に
対
応
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒

こ
う
し
た
理
解
を
日
本
の
文
献
に
捜
し
て
み
る
︒

五
夜ヤ

ハ
五
更カ
ウ

ナ
リ
暁
ナ

ア

カ

ツ

キ

リ
︒
五
更
ハ

戌
時

イ
ヌ
ノ
ト
キ

ヨ
リ
寅
時

ト
ラ
ノ

マ
デ
ヲ
五

更
ト
云
ナ
リ
︒
(﹃
朗
詠
注
﹄
巻
三
・
オ4
)(3
)

五
夜
ト
ハ
ア
カ
ツ
キ
ナ
リ
︒
第
五
更カ
ウ

ナ
リ
︒
(﹃
朗
詠
注
﹄
巻
五
・

オ24
)夜

既デ

ニ
三
更
ニ
及
ブ
︒
亥イ

子
ノ
刻
カ
ト
覚ボ

シ
キ
時
分
︒
天
狗
流
星

飛ン

デ
︒
(﹃
応
仁
記
﹄
天
狗
流
星
之
事(4
)

)

(
五
)

ゴ

更

(
更
夜
戌
︒
乙
夜
亥
︒
丙
夜
子
︒
丁
夜
丑
︒
戊
夜
寅
︒
)

(﹃
書
言
字
考
節
用
集
﹄
)

五
更

一
更

(甲
夜
戌
時
)
二
更

(乙
夜
亥
時
)
三
更

(
丙
夜
子

時
)
四
更

(丁
夜
丑
時
)
五
更

(
戊
夜
寅
時
)
(﹃
新
編
和
漢
名
数
﹄
)

こ
れ
ら
の
用
例
は
︑
五
更
と
時
刻
を
対
応
さ
せ
て
い
る
︒
時
刻
は
定
時

法
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
︒
こ
れ
ら
を
定
時
法
の
用
法

と
考
え
て
よ
い
︒
こ
う
し
た
用
例
は
ま
だ
た
く
さ
ん
拾
う
こ
と
が
で
き
る
︒

直
ぐ
こ
の
あ
と
引
用
し
た
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
﹄﹁
初
更
﹂

引
用
の
﹃
風
月
集
抄
﹄
の
用
例
も
そ
れ
に
あ
た
る
︒
な
お
︑﹃
書
言
字
考

節
用
集
﹄
﹃
新
編
和
漢
名
数
﹄
は
江
戸
時
代
出
版
の
本
だ
が
︑
考
え
方
は

中
世
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
引
用
し
た
︒

ま
た
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄﹁
立
春
﹂
の
6
番
の
句
は
良
峯
春
道
の
﹁
夜
向

残
更
寒
磬
尽

春
生
香
火
暁
炉
燃
﹂
の
句
だ
︒
こ
の
﹁
残
更
﹂
と
暁
は
同

じ
寅
の
刻
を
指
し
︑
暁
に
な
る
時
点
で
︑
冬
が
去
り
春
に
な
っ
て
い
な
い

五
更
考

五
五



と
い
け
な
い
の
だ
っ
た
︒
こ
の
句
も
︑
中
世
に
付
け
ら
れ
た
多
く
の
朗
詠

注
の
記
述
も
含
め
て
︑
五
更
が
定
時
法
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
思

わ
れ
る(5
)

︒

し
か
し
︑
既
に
五
更
を
定
時
法
と
理
解
す
る
こ
と
は
︑﹃
日
本
国
語
大

辞
典
室
町
時
代
編
﹄
に
描
か
れ
て
い
る
︒﹁
初
更
﹂
を
見
て
お
く
︒

し
よ
こ
う
︹
初
更
︺
夜
間
を
五
つ
に
区
分
し
た
そ
の
第
一
番
目
の
時

間
︑
戌い
ぬ

の
刻
に
相
当
し
︑
今
の
午
後
八
時
か
ら
十
時
ま
で
に
当
る
︒

﹁
一
更
﹂﹁
初
夜
﹂︒﹁
初
更
ト
云
ハ
ヨ
イ
ノ
座
禅
ノ
時
分
ゾ
︒
黄
昏

戌ジ
ユ
ツ

ト
云
テ
日
ノ
入
テ
戌
ノ
時
ゾ
︒
戌
カ
ラ
夜
ガ
初
ゾ
︒﹂
(風
月
集

抄
)︿
略
﹀

こ
の
語
釈
は
五
更
を
定
時
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
た

だ
︑﹁
午
後
八
時
か
ら
十
時
ま
で
に
当
る
︒﹂
の
部
分
は
間
違
い
で
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑﹁
二
更
﹂
の
語
釈
で
は
︑﹁
今
の
午
後
九
時
か
ら
十
一
時
ま
で

に
あ
た
る
︒﹂
と
あ
り
︑﹁
三
更
﹂
に
は
今
の
午
後
十
一
時
か
ら
午
前
一
時

ま
で
に
あ
た
る
︒﹂
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
初
更
﹂
の
語
釈
は
午
後
七
時

か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
改
め
る
べ
き
で
あ
る
︒
す
る
と
正
し
い
解
釈
に
な

る
︒な

お
︑
辞
書
に
こ
れ
を
要
求
す
る
の
は
難
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
︑

﹁
初
更
﹂
か
ら
﹁
五
更
﹂
の
語
釈
引
用
の
用
例
に
︑
こ
こ
で
上
げ
る
に
は

不
適
当
な
も
の
が
見
ら
れ
る
点
は
指
摘
し
て
お
く
︒

た
だ
︑
時
間
的
に
は
後
出
の
﹃
日
本
国
語
大
辞
典

二
版
﹄
で
は
ま
だ
︑

不
定
時
法
の
説
明
が
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
︑
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
室
町
時

代
編
﹄
の
先
取
性
は
評
価
さ
れ
る
︒

四

こ
れ
で
︑
五
更
の
問
題
は
解
決
し
た
よ
う
に
思
え
る
が
︑
我
が
国
に
於

け
る
定
時
法
使
用
・
不
定
時
法
使
用
の
問
題
は
解
決
で
き
た
わ
け
で
は
な

い
︒高

校
生
が
使
う
﹃
古
語
辞
典
﹄
の
多
く
に
ま
だ
問
題
が
指
摘
で
き
る
︒

そ
の
問
題
点
を
考
え
る
前
に
︑
定
時
法
・
不
定
時
法

(変
時
法
)
と
は
何

か
を
述
べ
る
︒
一
日
は
二
十
四
時
間
で
で
き
て
い
る
︒
そ
れ
を
等
間
隔
に

分
割
す
る
の
が
定
時
法
で
あ
る
︒
今
の
我
々
の
時
法
も
そ
れ
に
あ
た
る
︒

一
方
︑
不
定
時
法
と
は
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
た
時
法
で
説
明
す
る
と
︑
日

の
出
の
時
間
と
日
の
入
り
の
時
間
を
規
準
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
夜
と
昼
を

六
等
分
す
る
方
法
で
あ
る
︒
日
の
出
の
時
間
と
日
の
入
り
の
時
間
は
夏
と

五
更
考

五
六



冬
と
で
大
き
く
違
う
︒
と
す
れ
ば
︑
夏
の
昼
の
一
時
間
と
夜
の
一
時
間
を

較
べ
る
と
昼
が
長
く
夜
は
短
く
な
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
冬
は
そ
の
逆
で
あ
る
︒

実
は
こ
の
不
定
時
法

(実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
の
不
定
時
法
)

二
つ
の
事
柄
を
追
加
事
項
と
し
て
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

一
つ
め
︑
日
の
出
日
の
入
り
を
規
準
と
す
る
時
刻
法
な
の
だ
か
ら
︑
毎

日
そ
の
時
間
は
変
わ
る
︒
毎
日
時
計
の
目
盛
り
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
で
は
時
計
の
管
理
が
あ
ま
り
に
難
し
い
か
ら
︑
例

え
ば
二
十
四
節
気

(二
十
四
節
と
も
言
う
︒
太
陽
が
一
年
か
け
て
経
過
し

て
い
く
道

(黄
道
)
を
二
十
四
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
を
つ
け
た
も

の
)
ご
と
に
期
間
を
決
め
て
そ
の
間
は
一
つ
の
時
間
に
決
め
て
時
刻
は
決

め
ら
れ
た
︒

二
つ
め
︑
日
の
出
・
日
の
入
り
が
規
準
に
な
る
と
述
べ
た
が
︑
実
際
に

は
︑
例
え
ば
︑
寛
政
暦
に
よ
れ
ば
︑
日
の
出
の
三
十
六
分
前
と
日
の
入
り

の
三
十
六
分
後
を
規
準
に
取
っ
て
い
る
︒
明
六
つ
・
暮
れ
六
つ
の
考
え
方

で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
春
分
や
秋
分
の
時
で
も
昼
の
時
間
の
方
が
一
時
間
十

二
分
く
ら
い
長
く
な
っ
て
い
る
︒

さ
て
江
戸
時
代
は
︑
一
部
の
天
文
学
者
は
定
時
法
を
知
っ
て
い
た
︒
が
︑

そ
れ
以
外
の
人
た
ち
は
不
定
時
法
の
世
界
に
生
き
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
江

戸
時
代
の
一
般
の
人
は
身
分
の
高
下
に
関
係
な
く
︑
不
定
時
法
の
世
界
に

生
き
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
平
安
時
代
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
高
校
生
の
使
う
﹃
古

語
辞
典
﹄
に
登
場
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
︒
例
え
ば
︑﹃
旺
文
社
古
語

辞
典
﹄
は
巻
末
の
カ
ラ
ー
参
考
図
の
項
に
︑﹁
時
刻
・
方
位
︑
月
と
日
の

名
称
﹂
の
1582
頁
に
そ
の
記
述
が
あ
る
︒
丸
い
定
時
法
の
図
と
横
長
の
不
定

時
法
の
図
が
書
か
れ
︑
定
時
法
と
不
定
時
法
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
︒
丸
い
表
と
定
時
法
の
説
明
︑
横
長
の
不
定
時
法
の
表
に
は
さ
し

た
る
問
題
は
な
い
︒
所
が
表
で
は
な
く
︑
そ
の
不
定
時
法
の
説
明
の
記
述

は
一
読
問
題
を
感
じ
る
の
で
あ
る
︒

不
定
時
法
の
説
明
を
引
用
す
る
︒

一
日
を
昼
と
夜
と
に
等
分
し
︑
そ
れ
か
ら
昼
を
六
等
分
︑
夜
を
六
等

分
し
て
時
を
決
め
る
時
刻
法
で
︑
古
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
民

間
で
使
用
さ
れ
た
︒
こ
の
時
刻
法
に
よ
る
と
︑
同
じ
一
時

(い
つ
と

き
)
で
も
夏
の
昼
の
一
時
は
長
く
︑
夜
の
一
時
は
短
く
︑
逆
に
冬
の

昼
は
一
時
は
短
く
︑
夜
の
一
時
は
長
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
(﹃
旺

文
社
古
語
辞
典
﹄
傍
線
筆
者
)

五
更
考

五
七



こ
こ
で
︑
問
題
と
し
て
い
る
平
安
時
代
も
こ
の
通
り
に
理
解
す
る
と
︑

貴
族
社
会
は
定
時
法
だ
っ
た
が
︑
民
間
は
不
定
時
法
が
行
わ
れ
て
い
た
と

な
る
の
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
は
﹃
旺
文
社
古
語
辞
典
﹄
を
使
用
し
た
が
︑

多
く
の
高
校
生
が
使
う
古
語
辞
典
で
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
っ
た
︒

五

こ
の
記
述
を
見
る
と
読
ん
だ
人
は

平
安
時
代

(﹁
古
代
﹂
を
限
定
)
に

は
不
定
時
法
が
民
間
で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
は
ず
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
不
定
時
法
が
行
わ
れ
て
い
た
用
例

(文
献
)
が
存
在
す
る
の

だ
ろ
う
と
考
え
る
は
ず
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
文
献

(
用
例
)
は

平
安
時
代
の
用
例
一
つ
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
の
用

例
が
実
は
不
定
時
法
を
示
し
て
い
る
か
疑
問
な
の
で
あ
っ
た
︒

そ
の
用
例
は
︑
都
良
香
の
文
章
を
集
め
た
﹃
都
氏
文
集
﹄
の
中
の
﹁
漏

剋
﹂
の
一
節
が
そ
れ
と
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
漏
剋
﹂
は
漢
文
で
書
か
れ
て
い

る
︒
た
だ
︑
本
稿
で
は
︑﹃
都
氏
文
集
全
釋
﹄︿
汲
古
書
院
﹀
に
よ
り
︑
読

み
下
し
文
と
そ
の
口
語
訳
に
よ
り
以
下
当
該
箇
所
を
提
示
す
る(6
)
︒

｢上
天
時
に
応
じ
︑
下
人
事
に
参
る
︒
其
の
二
十
三
箭
を
反
復
し
て
︑

三
百
六
旬
を
調
御
す
る
﹂
(上
は
天
の
時
に
適
い
︑
下
は
人
事
に
考
え
た

五
更
考

五
八

図 3



漏
刻
の
制
は
︑
そ
の
二
十
三
箭
を
反
覆
し
︑
一
回
り
三
百
六
十
日
を
正
し

く
調
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
)
が
そ
の
箇
所
で
あ
る
︒
漏
刻

(水
時
計
)

は
何
と
な
く
定
時
法
を
意
識
さ
せ
る
が
︑
漏
刻
に
二
十
三
本
の
箭
が
使
用

さ
れ
て
い
る
と
あ
る
が
︑
一
本
は
使
用
中
で
あ
り
︑
合
計
二
十
四
本
で
あ

る
と
し
︑
二
十
四
節
気
に
対
応
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
と
す
れ
ば
︑

不
定
時
法
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

『古
語
辞
典
﹄
に
説
明
さ
れ
て
い
る
漏
刻
が
不
定
時
法
に
使
用
さ
れ
た

と
い
う
主
張
は

(広
瀬
)
が
﹃
暦
﹄
に
の
べ
た
と
こ
ろ
に
端
を
発
す
る
と

思
わ
れ
る
︒
中
国
の
﹃
六
唐
大
典
﹄
の
﹁
漏
刻
﹂
の
説
明
が
不
定
時
法
で

行
わ
れ
て
い
る

(こ
れ
は
正
し
い
↑
筆
者
)
と
し
た
う
え
で
︑
日
本
の

﹃
都
氏
文
集
﹄
の
漏
刻
の
記
述
に
﹁
二
十
四
本
の
箭
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
日

本
の
漏
刻
も
不
定
時
法
が
行
わ
れ
て
い
た
が

(広
瀬
)
の
主
張
だ
っ
た
︒

そ
れ
が
︑﹃
古
語
大
辞
典
﹄
(小
学
館
)﹃
岩
波
古
語
辞
典
﹄
を
含
め
ほ
と

ん
ど
の
﹃
古
語
辞
典
﹄
に
採
用
さ
れ
︑﹁
(不
定
時
法
)
古
代
か
ら
江
戸
時

代
に
か
け
て
民
間
で
使
用
さ
れ
た
︒﹂
と
い
う
記
述
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
漏
刻
の
記
述
を
不
定
時
法
と
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
を
以
下
述

べ
る
の
だ
が
︑
こ
こ
で
︑
一
つ
述
べ
て
お
く
な
ら
︑
こ
の
﹃
都
氏
文
集
﹄

の
﹁
漏
刻
﹂
の
文
は
宮
中
の
試
験
の
対
策

(模
範
解
答
例
)
の
た
め
の
文

章
で
あ
る
︒

と
す
る
な
ら
︑
貴
族
社
会
に
属
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
り
︑
一
カ
所
こ
こ
だ
け
が
︑
民
間
用
の
時
間
表
現
が
不
思
議
な
の
で

あ
っ
た
︒

『都
氏
文
集
﹄
の
﹁
漏
刻
﹂
の
文
章
中
に
は
︑
実
は
別
に
四
つ
時
法

が
わ
か
る
記
述
が
見
ら
れ
る
︒

(a
)
風
雨
に
し
て
晦 く

ら

け
れ
ど
も
︑
斗 と

杓 へ
う

と
與
に
し
冥
符
し
︑
(b
)

光
景
は
以
て
移
り
︑
圭
陰
と
共
に
し
相
ひ
傳
ふ
︒
(c
)
甲
乙

丙
丁
の
︑
五
更
の
期
は
能
く
授
か
り
︑
(d
)
寅
卯
辰
巳
の
︑

百
刻
の
點
は
自
ら
分 さ

だ

ま
る
︒

(風
雨
で
あ
っ
て
暗
い
夜
で
も
︑
北
斗
七
星
の
杓
の
動
き
と

同
じ
よ
う
に
時
を
刻
み
︑
日
の
光
は
推
移
し
︑
そ
の
影
と
同

じ
よ
う
に
時
を
刻
む
の
で
あ
り
ま
す
︒
甲
乙
平
貞
の
︑
五
更

の
区
分
を
授
か
り
︑
寅
卯
辰
巳
の
︑
百
刻
の
く
ぶ
ん
も
自
然

に
定
ま
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
)

(中
村
璋
八
・
大
塚
雅
司
著
﹃
都
氏
文
集
全
釋
﹄︿
汲
古
書
院
﹀
)

(
a
)
斗と

杓へ
う

(a
)
か
ら

(d
)
ま
で
四
つ
の
時
間
表
現
が
あ
る
の
が
わ
か
る
︒

五
更
考

五
九



(a
)﹁
風
雨
に
し
て
晦く
ら

け
れ
ど
も
︑
斗と

杓へ
う

と
與
に
し
冥
符
し
﹂
の
記
述
︒

古
来
中
国
で
は

(と
言
う
こ
と
は
日
本
で
も
行
わ
れ
た
の
だ
が
)︑
北
斗

七
星
の
尻し
つ

尾ぽ

の
方
向
で
時
間
を
知
っ
た
︒
身
近
に
星
座
表
を
以
て
お
ら
れ

る
な
ら
︑
そ
れ
を
見
て
欲
し
い
︒
一
月
一
日
の
夕
方
の
七
時
に
時
間
を

取
っ
て
欲
し
い
︒
す
る
と
︑
北
斗
七
星
の
尻
尾

(斗
杓
)
が
北
の
方
を
向

い
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒
以
後
︑
時
間
が
経
つ
ご
と
に
東
︑
南
︑
西
と
動

く
︒
ほ
ぼ
十
二
時
間
経
つ
と
斗
杓
は
ほ
ぼ
南
を
指
す

(こ
の
あ
た
り
で
夜

が
明
け
観
測
は
不
可
能
に
な
る
)︒
以
後
の
経
過
は
星
座
表
な
ら
観
察
が

可
能
だ
が
︑
実
際
の
天
空
で
は
空
が
明
る
く
な
る
か
ら
観
測
不
能
で
あ
る
︒

た
だ
次
の
日
の
夕
方
七
時
頃
に
な
る
と
ま
た
斗
杓
は
ほ
ぼ
北
を
さ
す
の

だ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
古
典
で
よ
く
出
て
来
る
建け
ん

子し

︑
建け
ん

丑
ち
ゆ
う

な
ど
の
表
現

と
同
じ
意
味
で
あ
る
︒
建け
ん

子し

で
見
て
お
く
︒
建
子
は
子ね

を
建さ

す
と
読
む
︒

夜
空
の
子
の
方
角
北
を
斗
杓
が
さ
す
意
味
で
あ
る
︒
こ
こ
で
重
要
な
こ
と

は
︑
斗
杓
の
記
述
の
前
に
時
間

(そ
れ
に
伴
う
日
付
も
)
が
示
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
︑
斗
杓
の
建さ

す
方
向
は
わ
か
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
場
合
︑
夕
方

の
七
時

(十
九
時
)
を
意
味
す
る
こ
と
を
古
典
の
常
識
と
し
て
理
解
し
て

お
い
て
い
た
だ
き
た
い
︒

右
本
文
の
﹁
北
斗
七
星
の
尻
尾

(斗
杓
)
が
北
の
方
を
向
い
て
い
る
の

が
わ
か
る
︒
以
後
一
時
間
経
つ
ご
と
に
東
︑
南
︑
西
と
動
く
︒
ほ
ぼ
十
二

時
間
経
つ
と
南
を
斗
杓
は
ほ
ぼ
南
を
指
す
︒
﹂
な
ど
の
記
述
を
見
れ
ば
︑

こ
れ
が
定
時
法
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

(b
)
光
景
は
以
て
移
り
︑
(d
)
百
刻
の
點

こ
の
箇
所
の
口
語
訳
を
み
て
頂
き
た
い
︒
口
語
訳
は
﹁
日
の
光
は
推
移

し
︑
そ
の
影
と
同
じ
よ
う
に
時
を
刻
む
の
で
あ
り
ま
す
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ

は
日
時
計
の
話
で
あ
る
こ
と
は
直
ぐ
わ
か
る
し
︑
そ
の
根
本
は
太
陽
の
動

き
で
あ
る
︒
こ
れ
も
定
時
法
で
あ
る
︒

次
は

(c
)
項
を
扱
う
べ
き
な
の
が
当
然
だ
が
︑
こ
の
序
論
二
を
書
い

た
の
は
こ
の

(
c
)
項
に
つ
い
て
述
べ
る
の
が
中
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
で
︑
後
に
論
議
を
送
る
︒

そ
れ
で
︑
(d
)
百
刻
の
點
だ
が
︑
こ
れ
は
一
日
を
百
刻
で
捉
え
る
と

い
う
の
だ
か
ら
︑
定
時
法
で
あ
ろ
う
︒

(c
)
五
更
︑
つ
ま
り
更
点
法
の
一
部
は
先
に
第
三
節
で
見
た
よ
う
に
︑

定
時
法
で
あ
っ
た
︒
﹃
都
氏
文
集
﹄
の
﹁
漏
刻
﹂
の
文
中
の
時
刻
表
現
は

定
時
法
を
示
し
て
い
た
の
だ
っ
た
︒

五
更
を
不
定
時
法
と
理
解
し
た
の
は
︑
す
べ
て
︑
明
和
八
年

(江
戸
時

代
中
期
)
に
出
版
さ
れ
た
中
根
元
圭
の
﹃
三
正
俗
解
﹄
中
の
﹁
更
点
ノ

五
更
考

六
〇



弁
﹂
で
あ
っ
た
︒﹁
更
点
ノ
弁
﹂
に
は
︑
江
戸
時
代
の
貞
享
年
代
以
前
に

は
定
時
法
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
中
根
元
圭
が
思
っ
て
い
た
節
が
︑

先
に
見
た
よ
う
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
で
あ
る
︒

六

ヨ
モ
ス
ガ
ラ
は
﹁
終
夜
ハ
︑
宵
カ
ラ
暁
迄
ノ
事
ナ
リ
﹂
(﹃
京
大
本
百
人

一
首
聞
書
﹄
)
な
ど
の
用
例
か
ら
考
え
て
︑
午
後
七
時
か
ら
翌
午
前
三
時

ま
で
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

｢更
点
法
﹂
に
戻
ろ
う
︒
不
定
時
法
が
行
わ
れ
た
江
戸
時
代
に
生
き
て

い
た
中
根
元
圭
は
夜
を
中
世
以
前
の
夜

(午
後
七
時
か
ら
翌
午
前
三
時
)

の
理
解
を
失
っ
て
い
た
︒
そ
こ
で
当
時
行
わ
れ
て
い
た
明
け
六
つ
暮
れ
六

つ

(そ
れ
ぞ
れ
夜
と
昼
の
堺
)
の
考
え
方
を
更
点
法
を
考
え
る
基
礎
と
し

て
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
間
違
い
を
そ
の
ま
ま
広
瀬
秀
雄
は
﹃
暦
﹄
で
引
用
し
た
︒
そ
れ
が
︑

現
行
の
﹃
古
語
辞
典
﹄
に
も
間
違
っ
た
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

(広
瀬
)
の
﹁
漏
刻
﹂
の
記
事
で
も
う
一
つ
気
に
な
る
こ
と
は
︑
漏
刻

は
あ
ま
り
長
く
日
本
で
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
趣
旨
の
記
述
で
あ

る
︒
道
元
の
﹃
道
元
清
規
﹄
に
は
﹁
諸
寺
漏
刻
ろ
こ
く

を
直
歳
司
に
置
き
︑
人
工

両
人
之
を
知ち

す
︒﹂
(﹁
知
事
清
規
﹂
)
の
記
述
が
あ
る
︒
曹
洞
宗
で
は
寺
院

を
経
営
す
る
と
き
︑
そ
れ
ま
で
の
各
篇
で
時
間
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
記
述
を
見
る
と
︑
﹁
漏
刻
は

あ
ま
り
長
く
日
本
で
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
﹂
の
記
述
の
時
間
は
ど
の
く

ら
い
の
長
さ
を
指
摘
し
て
い
る
の
か
不
明
だ
が
少
な
く
と
も
︑
曹
洞
宗
で

は
漏
刻
は
こ
れ
以
降
も
相
当
長
く
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
ま
た
︑

寺
院
で
は
香
時
計

(﹁
常
香
盤
﹂
と
も
呼
ぶ
)
で
修
行
の
時
間
な
ど
を
院

内
の
僧
侶
に
知
ら
し
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
︒

七

貴
族
の
間
で
定
時
法
が
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑
民
間
で
は
不
定
時

法
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
は
︑
次
の
よ
う
な
事

実
を
述
べ
て
お
く
︒
貴
族
と
民
間
と
の
時
間
の
交
流
の
様
子
で
あ
る
︒

嘉
祥
年

(
八
四
八
～
八
五
一
)
銘
﹃
傍
示
札
﹄
に
﹁
一
田
夫
朝
以
寅
時

下
田
夕
戌
時
還
私
状

(
試
読

一
つ
︑
田で
ん

夫ぷ

は
︑
朝
あ
し
た

寅と
ら

の
時
を
以
て
田

に
下
り
︑
夕
ゆ
ふ
べ

戌い
ぬ

の
時
に
環か
へ

る
の
状
﹂
と
あ
る
︒

『傍
示
札
﹄
は
公
の
文
書
で
あ
る
︒
そ
れ
を
こ
こ
で
は
﹁
田
夫
﹂
と
あ

る
か
ら
農
民
に
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
︑﹁
朝
寅
時
﹂﹁
夕
戌

時
﹂
と
時
間
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
︒
普
通
こ
れ
ら
の
時
間
は
定
時

五
更
考

六
一



法
と
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
定
時
法
の
時
刻
が
直
接
農
民
に
示
さ
れ
た
例
で

あ
る
︒

も
う
一
つ
は
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
巻
二
十
六
の
第
十
七
﹁
利
仁
将
軍
若

時
従
京
敦
賀
将
行
五
位
語
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
話
は
芥
川
龍
之
介
の
﹃
芋

粥
﹄
の
原
話
と
し
て
有
名
で
あ
る
︒
こ
の
本
に
関
係
す
る
範
囲
で
こ
の
話

を
略
説
す
る
︒
五
位
の
貧
乏
貴
族
が
﹁
芋
が
ゆ
が
腹
一
杯
食
べ
た
い
﹂
と

言
っ
て
い
る
の
を
聞
い
た
利
仁
将
軍
が
領
国
の
若
狭
の
国

(福
井
県
嶺
南

地
方
)
に
連
れ
て
行
き
︑
芋
粥
を
食
べ
さ
せ
た
と
い
う
話
で
あ
る
︒

若
狭
に
着
い
た
夜
︑
貧
乏
貴
族
が
寝
よ
う
と
し
て
い
る
と
︑﹁
此
辺
ノ

下
人
承
ハ
レ
︑
明
旦
ノ
卯
時
ニ
﹂
大
き
な
長
芋
を
持
っ
て
こ
い
と
大
き
な

声
に
よ
り
農
民
に
命
令
し
て
い
る
の
を
聞
く
場
面
が
あ
る
︒
こ
こ
も
︑
農

民
は
直
接
定
時
法
に
接
し
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
例
か
ら
推
定
す
る
と
︑
官
人
で
は
な
い
一
般
の
民
間
の
人
た

ち
も
︑
貴
族
の
時
間
の
中
で
生
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
中
世
以
前
で

は
︑
定
時
法
の
み
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
不
定
時
法
は
行
な
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
日
本
の
時
刻
制
度
で
も
︑
平
安
鎌
倉
な
ど
中
世
ま
で
は
︑
定
時

法
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
そ
こ
で
行
わ
れ
た
更
点
法

(五
更
)
も
定
時
法
の

も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
と
推
量
で
き
る
こ
と
は
こ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
︒

七

最
後
に
︑
五
更
を
ま
と
め
て
み
る
︒

五
更
は
定
時
法
に
基
づ
く
時
刻
表
示
法
で
あ
る
︒

五
更
に
は
︑
一
更

(
ま
た
は
初
更
)︑
二
更
︑
三
更
︑
四
更
︑
五
更

(ま
た
は
残
更
)
の
五
つ
の
更
が
あ
っ
た
︒
一
更

(
ま
た
は
初
更
)
は
戌

の
刻

(午
後
七
時
～
午
後
九
時
)︑
二
更
は
亥
の
刻

(午
後
七
時
～
午
後

十
一
時
)
︑
三
更
子
の
刻

(
午
後
十
一
時
～
翌
午
前
一
時
)︑
四
更
は
丑
の

刻

(午
前
一
時
～
午
前
三
時
)
︑
五
更

(
ま
た
は
残
更
)
は
寅
の
刻

(午

前
三
時
～
午
前
五
時
)
に
相
当
す
る
︒

ま
た
︑
各
更
は
三
分
ま
た
は
五
分
さ
れ
る
下
位
区
分
点
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
︒
が
︑
実
態
は
不
明
で
あ
る
︒

〔注
︺

(1
)
﹁
ほ
ぼ
初
更
は
甲
夜
︑
戌
の
時
で
午
後
八
時
ご
ろ
﹂
(中
田
)
以
下
五
更

ま
で
の
時
間
を
二
時
間
お
き
と
書
い
て
い
る
が
︑
例
え
ば
︑
初
更
は
午

後
七
時
か
ら
九
時
で
あ
る
︒
あ
え
て
︑
時
間
を
説
明
す
れ
ば
︑
午
後
七

五
更
考

六
二



時
過
ぎ
が
正
し
い
︒
こ
の
あ
た
り
は
︑
干
支
に
よ
る
時
刻
表
示
と
同
じ
︒

(内
田
)
で
は
︑
中
根
元
圭
の
﹁
こ
れ
は
俗
習
の
は
な
は
だ
し
き
も
の
﹂

の
意
見
に
に
対
し
て
︑﹁
こ
の
寅
の
一
点
式
の
例
が
昼
夜
の
べ
つ
な
く

見
え
る
︒﹂
と
﹁
更
点
ノ
弁
﹂
に
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
︒

(2
)
中
根
璋
述
・
源
元
寛
訂
﹃
三
正
俗
解
﹄
(京
都
石
田
治
兵
衛

明
和
六

年
跋
)
東
大
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
︒

(3
)
寛
文
版
本
に
よ
る
︒

(4
)
寛
永
版
本
に
よ
る
︒

(5
)
拙
稿
﹁﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
6
番
詩
句
の
解
釈
﹂
(﹃
同
志
社
女
子
大
学
学

術
研
究
年
報
﹄
第
66
巻
)

(6
)
(
広
瀬
)﹁
わ
が
国く
に

の
漏
刻

ろ
う
こ
く

94

不
定
時
用
の
水
時
計
﹂
の
項
参
照
︒

五
更
考

六
三
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