
　

本
稿
は
、
保
科
恵
「
勢
語
四
段
と
日
附
規
定 

︱
「
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
」
時
刻 

︱
」（『
二
松
學

舎
大
学
論
集
』
第
五
十
八
号　

二
〇
一
五
（
平
成
二
十
七
）
年
三
月
十
六
日
発
行
）
の
所
説
を
基

に
し
て
、
ホ
ノ
ボ
ノ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
論
の
展
開
は
、
保
科
論
文
を
な

ぞ
る
。
ま
た
、
保
科
の
引
拠
し
た
資
料
は
〔
資
料
一
︺
の
よ
う
に
、
保
科
の
論
文
の
ま
ま
引
用
す

る
。
そ
の
全
て
の
資
料
（
根
拠
）
を
引
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、〔
資
料
Ｎ
︺
の
番
号
は
連

続
し
な
い
。
私
の
引
用
資
料
は
、（
１
）の
よ
う
に
丸
括
弧
付
の
番
号
に
よ
り
、
保
科
の
資
料
と
区

別
す
る
も
の
と
す
る
。

　

繰
り
返
す
が
、
本
稿
は
保
科
の
論
文
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
図
は
む
し
ろ
逆
で
、

保
科
の
論
を
補
強
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
本
論
文
の
意
図
を
理
解
し
て
頂
く
た
め
に

も
、
保
科
の
論
文
の
精
読
を
お
願
い
す
る
。

一

　

保
科
の
論
文
は
、『
伊
勢
物
語
』
四
段
の
引
用
か
ら
始
ま
る
。
煩
雑
に
な
る
が
、
本
段
落
の
大

概
を
し
る
こ
と
が
、
本
段
理
解
に
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
か
ら
、
本
論
も
こ
こ
で
引
用
し
て
お
く
。

〔
資
料
一
︺　

む
か
し
、
ひ
ん
が
し
の
五
條
に
、
お
ほ
き
さ
い
の
宮
、
お
は
し
ま
し
け
る
、

に
し
の
た
い
に
、
す
む
人
有
け
り
。
そ
れ
を
、
ほ
い
に
は
あ
ら
で
心
ざ
し
ふ
か
か
り
け
る
ひ

と
、
ゆ
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
む
月
の
十
日
ば
か
り
の
ほ
ど
に
、
ほ
か
に
か
く
れ
に
け
り
。

あ
り
ど
こ
ろ
は
き
け
ど
、
人
の
い
き
か
よ
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
猶
、「
う

し
。」
と
、
思
ひ
つ
つ
な
ん
、
あ
り
け
る
。
又
の
と
し
の
む
月
に
、
む
め
の
花
ざ
か
り
に
、

こ
ぞ
を
こ
ひ
て
、
い
き
て
、
た
ち
て
見
、
ゐ
て
見
、
見
れ
ど
、
こ
ぞ
に
に
る
べ
く
も
あ
ら

ず
。
う
ち
な
き
て
、
あ
ば
ら
な
る
い
た
じ
き
に
、
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て
、
こ
ぞ
を

思
い
い
で
て
、
よ
め
る
、

　

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
は
る
な
ら
ぬ　

わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て

と
、
よ
み
て
、
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
に
、
な
く
な
く
か
へ
り
に
け
り（

（
（

。

そ
の
結
論
と
し
て
、
当
段
最
後
の
「
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
に
、
な
く
な
く
か
へ
り
に
け

り
。」
に
つ
い
て
、
章
立
て
の
最
後
の
勢
語
の
夜
明
の
章
で
、「
如
上
の
検
討
の
結
果
か
ら
結
論
す

れ
ば
、「
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
」
の
は
日
の
出
を
指
す
表
現
で
は
な
い
。
男
が
東
五
条
の
邸

宅
を
再
訪
し
た
「
む
月
の
十
日
ば
か
り
の
ほ
ど
」
に
は
、
月
は
午
前
三
時
頃
に
沈
む
。
男
は
、
そ

の
「
月
の
か
た
ぶ
く
」
時
刻
ま
で
「
あ
ば
ら
な
る
い
た
じ
き
に
」「
ふ
せ
」
っ
た
後
、
間
も
な
く

訪
れ
た
「
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
」
時
刻
に
な
っ
て
、「
な
く
な
く
か
へ
」
っ
た
の
で
あ
る
。」

と
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
」
の
個
所
は
、
諸
注
釈
書
で
「
夜
明
け
の
頃
に
」
な
ど
と
夜

論　　文
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が
明
る
く
な
っ
た
時
間
に
そ
の
場
を
去
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
の
が
一
般
だ
が
、
決
し
て
そ
う
で
は

な
く
、
午
前
三
時
過
ぎ
に
（
月
も
な
く
、
真
っ
暗
な
と
き
に
）、
業
平
は
帰
宅
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。

二

　

保
科
は
小
林
の
論
（
2
（

を
引
用
し
、
当
時
の
時
間
表
現
を
理
解
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
物
語
は
「
む
月
十
日
ば
か
り
」
の
話
と
そ
の
日
付
を
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
保
科
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
十
日
の
月
は
午
前
三
時
に
な
る
と
、
ほ
ぼ
月
の
入
り
の
時

間
を
迎
え
る
が
そ
の
点
で
あ
る
。
普
通
、
当
時
の
男
女
は
午
前
三
時
ま
で
は
女
の
家
で
時
を
す
ご

す
が
、
こ
の
時
間
に
な
る
と
男
は
女
の
家
を
後
に
す
る
の
で
あ
る
。
既
に
、
保
科
も
論
文
で
指
摘

し
て
い
る
が
、
こ
の
時
間
以
降
午
前
五
時
ま
で
が
ア
カ
ツ
キ
で
あ
り
、
そ
の
開
始
時
点
（
午
前
三

時
過
ぎ
と
で
も
い
う
時
点
）
が
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
（
暁
方
）
で
あ
っ
た
。　

　

保
科
は
最
初
に
動
詞
「
明
く
」
の
意
味
、
と
い
う
よ
り
時
間
表
現
の
全
体
を
、
小
林
の
私
論
を

も
と
に
論
じ
て
い
た
。
そ
の
点
を
私
な
り
に
略
述
す
る
と
、
平
安
時
代
当
時
、
午
前
三
時
が
日
付

変
更
時
点
で
あ
っ
た
。
当
時
の
時
間
表
現
で
い
う
と
、
丑
の
刻
ま
で
が
前
日
、
寅
の
刻
か
ら
が
当

日
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
午
前
三
時
に
な
る
こ
と
（
日
付
が
か
わ
る
こ
と
）
を
動

詞
ア
ク
は
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
諸
『
古
語
辞
典
』
の
動
詞
明
く
を
見
て
み
る
と
、
全
て
と
い
っ
て
よ
い
『
古
語
辞

典
』
で
、「
①
夜
が
明
け
る
こ
と
。
②
日
や
月
や
年
が
明
け
る
こ
と
。」
な
ど
と
記
述
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
私
論
で
は
、
①
の
用
法
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
あ
た
り
に
そ
の
最
初
の
用
法
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
平
安
時
代
の
女
流
文
学
や
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
和
歌
で
は
、
①
の
意
味
は

な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

再
説
す
る
が
、
こ
の
段
で
重
要
な
こ
と
は
、
保
科
の
指
摘
の
よ
う
に
、「
む
月
十
日
ば
か
り
」

の
午
前
三
時
（
今こ
ん
に
ち日
の
暦
で
は
十
一
日
午
前
三
時
）
に
は
、
月
は
空
に
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う

事
実
で
あ
る
。

三

　

次
に
、
保
科
の
論
は
、
ほ
の
ぼ
の
の
章
を
た
て
る
。
前
節
で
、『
伊
勢
物
語
』
四
段
の
話
柄
の

業
平
は
午
前
三
時
こ
ろ
ま
で
は
一
年
前
の
思
い
出
の
地
、
五
條
の
后
の
宮
邸
に
い
た
こ
と
を
論
じ

て
い
た
。

　

そ
の
後
、「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
は
る
な
ら
ぬ　

わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」
の

歌
を
詠
ん
だ
後
、「
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
に
、
な
く
な
く
か
へ
り
に
け
り
。」
と
帰
宅
の
様
子

が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
諸
注
釈
書
や
諸
『
古
語
辞
典
』
な
ど

で
は
、
こ
の
「
ほ
の
ぼ
の
」
は
夜
が
白
む
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
保
科
は
そ
の
事
実
を
指
摘
し

た
後
、
午
前
三
時
に
、
月
を
見
終
わ
っ
て
、
夜
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
る
頃
に
宮
邸
を
後
に
し
た
ら
、

「
四
時
間
弱
の
空
白
時
間
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
自
然
さ
が
発
生
す
る
」
と
指
摘
し
て
、

さ
ら
に
、「
一
月
一
五
日
を
過
ぎ
る
頃
に
な
れ
ば
、
月
の
入
の
時
刻
が
日
の
出
の
時
刻
と
ほ
ぼ
一

致
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
「
十
日
ば
か
り
」
と
い
う
規
定
の
許
容
す

る
誤
差
の
範
囲
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
、
こ
の
「
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
に
、
な
く
な
く
か

へ
り
に
け
り
。」
の
文
の
諸
解
釈
に
つ
い
て
、
保
科
の
論
は
強
く
そ
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
。

　

こ
の
文
を
も
う
一
度
引
用
し
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
。「
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
に
、
な
く

な
く
か
へ
り
に
け
り
。」
が
そ
の
文
だ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、「
夜
の
…
あ
く
る
に
」
は
平
安
時
代

の
時
間
表
現
で
は
午
前
三
時
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
何
度
も
拙
稿
で
述
べ
て
き
た
（
（
（

。

た
。
そ
れ
で
は
「
ほ
の
ぼ
の
」
の
時
間
は
何
時
頃
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、「
ほ
の

ぼ
の
」
は
夜
が
白
む
こ
ろ
と
さ
れ
る
。「
夜
の
…
あ
く
る
」
は
午
前
三
時
に
な
る
意
味
で
あ
る
。

　
「
夜
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
る
頃
」
の
一
般
的
な
解
釈
で
は
「
む
月
十
日
ば
か
り
」
の
本
段
の
日

付
規
定
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
明
確
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
夜
の
…
あ
く
る
に
」
が
午

前
三
時
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
な
ら
、
そ
の
時
刻
表
現
に
「
ほ
の
ぼ
の
」
が
挟
ま
れ
て
存
在

す
る
こ
と
も
ま
た
そ
こ
に
矛
盾
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。「
ほ
の
ぼ
の
」
も
ま
た
午
前
三
時
前

後
の
時
間
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
矛
盾
に
気
の
つ
い
た
保
科
は
「
ほ
の
ぼ
の
」
の
意
味
の
い
ろ
ん
な
点
を
指
摘
す
る
。

〔
資
料
八
︺　

山
里
の
門
田
の
稲
の
ほ
の
ぼ
の
と　

あ
く
る
も
し
ら
ず
月
を
見
る
か
な
（
金

葉
和
歌　
　

集
、
巻
第
三
・
秋
部
・
二
一
五
番
歌
、
中
納
言
彰
隆
（
（
（

）

の
歌
を
引
用
し
、「
資
料
八
の
詠
歌
に
は
「
山
里
の
門
田
の
稲
の
穂
が
ほ
ん
の
り
と
明
る
く
な
っ

て
、
夜
が
あ
け
て
い
く
の
も
知
ら
ず
に
月
を
な
が
め
て
い
る
こ
と
よ
。」
と
理
解
す
る
註
解
が
あ

る
。」
と
こ
の
和
歌
の
口
語
訳
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
上
で
、「
詠
歌
の
内
容
を
吟
味
す
れ
ば
、
天

空
に
あ
る
月
を
見
つ
づ
け
て
い
る
詠
者
が
、
朝
陽
が
昇
っ
て
周
囲
が
明
る
く
な
っ
て
来
て
い
る
こ

と
に
気
づ
か
な
い
、
と
い
う
状
況
は
、
常
識
的
に
は
考
え
が
た
い
。」
と
い
う
ま
っ
と
う
な
疑
問

を
提
示
し
て
い
る
。
保
科
の
論
に
は
〔
資
料
八
︺
の
前
後
の
引
拠
に
多
く
の
意
見
を
配
し
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
ま
っ
と
う
な
反
論
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
こ
と
は
、
保
科
の
論
に

当
た
っ
て
確
認
頂
き
た
い
。〔
資
料
九
︺
か
ら
〔
資
料
一
五
︺
が
ほ
の
ぼ
の
夜
が
白
む
説
の
反
論

ホノボノ考 （ 2 ）　（6（



で
あ
る
。

　　

こ
こ
で
は
、
保
科
の
示
し
た
反
証
の
用
例
の
一
部
を
引
用
す
る
。

〔
資
料
一
一
︺
暁
方
に
、
風
、
す
こ
し
し
め
り
て
、
む
ら
雨
の
や
う
に
降
り
出
づ
。「
六
条

院
に
は
、
離
れ
た
る
屋
ど
も
、
倒
れ
た
り
。」
な
ど
、
人
々
、
申
す
。「
風
の
吹
き
舞
ふ
ほ

ど
、
広
く
そ
こ
ら
高
き
心
地
す
る
院
に
、
人
々
、
お
は
し
ま
す
殿
の
あ
た
り
こ
そ
、
繁
け

れ
、
東
の
町
な
ど
は
、
人
少
な
に
思
さ
れ
つ
ら
む
。
と
、
驚
き
た
ま
ひ
て
、
ま
だ
ほ
の
ぼ
の

と
す
る
に
、
参
り
た
ま
ふ
。
道
の
ほ
ど
、
横
さ
ま
雨
い
と
冷
や
か
に
吹
き
入
る
。
空
の
け
し

き
も
す
ご
き
に
、
あ
や
し
く
あ
く
が
れ
た
る
心
地
し
て
、「
何
ご
と
ぞ
や
。
ま
た
、
わ
が
心

に
思
ひ
加
は
れ
る
よ
。」
と
、
思
ひ
出
づ
れ
ば
、
い
と
似
げ
な
き
こ
と
な
り
け
り
。（
源
氏
物

語
・
野
分
、
三
︱
二
六
二
（
（
（）

　

右
用
例
に
対
し
、
保
科
は
、「
こ
れ
は
「
ま
だ
ほ
の
ぼ
の
と
す
る
」
頃
に
、
夕
霧
が
六
条
院
に
、

「
参
」
っ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
時
刻
は
、
冒
頭
に
「
暁
方
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。「
暁

方
」
は
、「
暁
」
の
時
間
帯
の
初
め
、「
明
け
」
た
直
後
の
こ
と
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
時
点
で

「
ほ
の
ぼ
の
と
す
る
」
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
夜
間
の
こ
と
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
正
し

い
読
み
取
り
で
あ
る
。
保
科
は
こ
の
後
、〔
資
料
一
二
︺
と
し
て
、〔
資
料
一
一
︺
の
後
接
文
を
引

用
し
、
そ
の
文
章
中
に
、「
日
の
わ
づ
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、」
と
あ
る
点
を
指
摘
し
て
、「「
日

の
わ
づ
か
に
さ
し
出
で
た
る
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
前
置
す
る
〔
資
料
一
一
︺
の
段
階
で

は
、
日
の
出
の
時
刻
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
拙

論
も
同
意
す
る
。
保
科
は
こ
こ
で
、
こ
の
時
点
の
気
象
に
つ
い
て
の
記
述
を
加
え
、
論
述
を
加
え

て
い
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
全
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。

　

次
に
、
保
科
の
〔
資
料
一
六
︺
と
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
論
述
を
引
用
す
る
。

〔
資
料
一
六
︺
御
前
、
中
宮
の
御
方
、
朱
雀
院
と
に
参
り
て
、
夜
の
、
い
た
う
更
け
に
け
れ

ば
、
六
条
院
に
は
、
こ
の
度
は
と
こ
ろ
せ
し
と
、
省
き
た
ま
ふ
。
朱
雀
院
よ
り
帰
り
参
り

て
、
春
宮
の
御
方
々
め
ぐ
る
ほ
ど
に
、
夜
、
明
け
ぬ
。
ほ
の
ぼ
の
と
を
か
し
き
朝
ぼ
ら
け

に
、
い
た
く
酔
ひ
乱
れ
た
る
さ
ま
し
て
、
竹
川
う
た
ひ
け
る
ほ
ど
を
見
れ
ば
、
内
の
大
殿
の

君
達
は
、
四
・
五
人
ば
か
り
、
殿
上
人
の
中
に
、
声
す
ぐ
れ
、
容
貌
き
よ
げ
に
て
、
う
ち
つ

づ
き
た
ま
へ
り
。
い
と
め
で
た
し
。（
源
氏
物
語
・
真
木
柱
、
三
︱
三
七
四
）

　

こ
こ
で
、
保
科
は
「「
朝
ぼ
ら
け
」
を
、
か
な
ら
ず
し
も
日
の
出
と
結
び
付
け
る
必
要
が
な

い
。」
と
「
夜
、
明
け
ぬ
。
ほ
の
ぼ
の
と
を
か
し
き
朝
ぼ
ら
け
」
の
個
所
に
注
目
し
て
、「
朝
ぼ
ら

け
」
は
夜
明
け
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
実
は
、
朝
ぼ
ら
け
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』

の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
用
例
を
考
察
し
て
、
午
前
三
時
過
ぎ
と
で
も
言
う
時
間
だ
と
拙
稿
に
述
べ
て
い

る
（
6
（

。
こ
こ
で
の
保
科
の
論
は
正
し
い
の
で
あ
る
。〔
資
料
一
七
︺〔
資
料
一
八
︺〔
資
料
一
九
︺
は

「
朝
ぼ
ら
け
」
に
つ
い
て
述
べ
た
用
例
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
こ
と
に
、〔
資
料
一
八
︺
の
用
例
で

は
、「
暁
方
」
を
「
朝
ぼ
ら
け
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
朝
ぼ
ら
け
」
は
午
前
三
時
過
ぎ
だ

と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、〔
資
料
一
六
︺
を
も
う
一
度
見
て
み
る
。
こ
こ
で
は
、「
夜
、
明
け
ぬ
。
ほ
の
ぼ
の
と

を
か
し
き
朝
ぼ
ら
け
に
、」
の
文
を
見
出
す
。「
夜
…
明
く
る
」「
ほ
の
ぼ
の
」「
朝
ぼ
ら
け
」
と
語

句
が
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
夜
、
明
け
ぬ
」
は
午
前
三
時
を
指
す
表
現
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
保
科
の
論
や
先
に
私
も
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
朝
ぼ
ら
け
は
午
前
三
時
過
ぎ
で

あ
る
。「
夜
、
明
け
ぬ
。
ほ
の
ぼ
の
と
を
か
し
き
朝
ぼ
ら
け
」
の
用
例
で
、「
夜
、
明
け
ぬ
。」
と

「
朝
ぼ
ら
け
」
が
午
前
三
時
過
ぎ
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
る
と
、
保
科
が
「「
朝

ぼ
ら
け
」
と
い
う
表
現
は
、「
明
け
」
た
直
後
の
時
間
帯
に
使
用
さ
れ
る
︱
資
料
一
八
に
も
「
暁

方
」
と
あ
る
︱
も
の
と
見
做
さ
れ
る
。」
の
指
摘
は
正
し
い
し
、「
ほ
の
ぼ
の
」
も
午
前
三
時
過
ぎ

を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
も
想
像
が
つ
く
の
で
あ
る
。

　

以
上
で
、「
ほ
の
ぼ
の
」
も
午
前
三
時
過
ぎ
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
と
い
う
保
科
の
意
見
は
肯

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
『
伊
勢
物
語
』
四
段
、「
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
に
、
な
く

な
く
か
へ
り
に
け
り
。」
は
「「
夜
の
ほ
の
ぼ
の
あ
く
る
」
の
は
日
の
出
（
あ
た
り
）
を
指
す
表
現

で
は
な
い
。
男
が
東
五
条
の
邸
宅
を
再
訪
し
た
「
む
月
の
十
月
ば
か
り
の
ほ
ど
」
に
は
、
月
は
午

前
三
時
頃
に
沈
む
。
男
は
、
そ
の
「
月
の
か
た
ぶ
く
」
時
刻
ま
で
「
あ
ば
ら
な
る
い
た
じ
き
に
」

「
ふ
せ
」
っ
た
後
、
間
も
な
く
訪
れ
た
「
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
」
時
刻
に
な
っ
て
、「
な
く
な

く
か
へ
」
っ
た
の
で
あ
る
。」
の
指
摘
は
誠
に
正
し
く
、
敬
服
す
る
次
第
で
あ
る
。

四

　

こ
こ
ま
で
、『
伊
勢
物
語
』
四
段
の
保
科
の
解
釈
に
導
び
か
れ
て
、「
ほ
の
ぼ
の
」
の
意
味
を

考
え
て
き
た
。「
ほ
の
ぼ
の
」
は
決
し
て
夜
が
白
々
と
明
け
る
時
間
で
は
な
か
っ
た
。
日
付
の
変

わ
っ
た
午
前
三
時
過
ぎ
の
ま
だ
暗
い
時
間
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
今
少
し
論
じ
て
み
よ
う
。

　
「
ほ
の
ぼ
の
」
が
歌
中
に
使
用
さ
れ
る
和
歌
で
、
詞
書
（
題
詞
）
に
「
暁
」
が
あ
る
用
例
は
、

藤ふ
ぢ

原は
ら

保や
す

季す
ゑ

朝あ

臣そ
ん

１５４９
入
り
や
ら
で
夜よ

を
惜
し
む
月
の
や
す
ら
ひ
に　

ほ
の
ぼ
の
明あ

く

る
山
の
端は

ぞ
憂う

き
（『
新
古

今
和
歌
集
』
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こ
の
歌
は
、
１５４８
番
の
歌
の
詞
書
「
春か
す

日が
の

社や
し
ろ
の
う
た
あ
わ
せ

歌
合
に
、
暁げ
う

月げ
つ

の
心
を
」
に
組
み
入
れ
ら
れ
る

歌
で
あ
る
。
歌
中
の
「
ほ
の
ぼ
の
明
く
る
」
は
「
暁
」
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

題
詞
（
詞
書
）
に
暁
が
あ
り
、
歌
中
に
ほ
の
ぼ
の
が
あ
る
用
例
は
多
数
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で

一
部
を
示
す
。

　
　
　
　
（
山
家
暁
蛍
と
い
へ
る
事
を
）

３０８
あ
し
の
や
の
ひ
た
ほ
の
ぼ
の
と
し
ら
む
ま
で
も
え
あ
か
し
て
も
ゆ
く
ほ
た
る
か
な
（『
散

木
（
（
（

』）

　
　

湖
上
暁
霧

１１１３
し
が
の
う
ら
の
さ
ざ
な
み
し
ら
む
き
り
の
う
ち
に
ほ
の
ぼ
の
い
づ
る
お
き
の
と
も
ぶ
ね

（『
月
清
』）

　
　

暁
聞
郭
公

４１０６
ほ
の
ぼ
の
と
ま
だ
く
ら
は
し
の
五
月
雨
に
山
が
く
れ
ゆ
く
郭
公
か
な

４１０７
郭
公
あ
り
明
の
月
に
か
へ
て
き
か
む
さ
つ
き
の
雲
に
も
る
る
一
こ
ゑ

４１０８
た
づ
ね
つ
る
か
ひ
も
有
明
の
時
鳥
月
と
た
び
ね
の
空
に
鳴
く
な
り
（『
拾
玉
』）

　
　

江
辺
暁
萩

１５３４
明
け
わ
た
る
萩
の
す
ゑ
葉
の
ほ
の
ぼ
の
と
月
の
い
り
江
を
い
づ
る
舟
人
（『
拾
遺
愚
』）

２１５５
は
つ
せ
山
か
た
ぶ
く
月
も
ほ
の
ぼ
の
と
霞
に
も
る
る
鐘
の
お
と
か
な
（『
拾
遺
愚
』）

　

以
上
の
外
、「
暁
」
と
「
ほ
の
ぼ
の
」
の
組
み
合
わ
せ
の
歌
は
多
数
見
出
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
用
例
を
例
示
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
意
味
を
考
え

る
。
例
え
ば
、『
散
木
』
３０８
番
で
は
、
歌
の
中
に
「
も
え
あ
か
し
て
も
ゆ
く
ほ
た
る
か
な
」
の
下

句
が
あ
る
。『
拾
遺
愚
』
２１５５
番
で
は
「
霞
に
も
る
る
鐘
の
お
と
か
な
」
と
こ
れ
も
下
句
に
見
つ
か

る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
暁
（
午
前
三
時
～
午
前
五
時
）
の
ど
の
時
点
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

動
詞
ア
カ
ス
は
午
前
三
時
の
時
間
ま
で
起
き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
ま
た
上
接
す
る

動
詞
の
連
用
形
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
例
え
ば
、
鳴
き
明
か
す
、
遊
び
明
か
す
な
ど
と
使
わ
れ
る

場
合
は
、
午
前
三
時
ま
で
上
接
の
動
詞
の
行
為
を
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果

と
し
て
、
動
詞
明
か
す
は
、「
よ
も
す
が
ら
」、「
夜
一
夜
」、「
今こ
よ

夜ひ

」
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
て
使

用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
理
由
は
「
よ
も
す
が
ら
」、「
夜
一
夜
」、「
今こ
よ

夜ひ

」
な
ど
の
語
句
は
、

現
在
の
よ
う
に
朝
方
（
夜
明
け
）
ま
で
の
時
間
帯
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
午
前
三
時
ま
で
の

時
間
帯
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
す
る
と
、
３０８
番
の
「
も
え
あ
か
し
て
」
は
、「
午
前
三
時
ま
で
燃
え
つ
づ
け
た
う
え
に
」
と

い
っ
た
意
味
に
な
る
。
時
間
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
野
暮
な
口
語
訳
に
し
た
が
、「
午
前

三
時
ま
で
燃
え
て
い
た
蛍
は
、
午
前
三
時
を
過
ぎ
て
も
空
間
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
」
と
い
う
意
味

に
な
る
。「
ほ
の
ぼ
の
と
し
ら
む
ま
で
」
の
時
間
が
、
午
前
三
時
を
過
ぎ
て
い
く
ば
く
も
経
た
な

い
時
間
と
認
定
で
き
る
。

　
『
拾
遺
愚
』
２１５５
番
歌
は
も
っ
と
単
純
で
あ
る
。
題
詞
に
「
暁
」
が
あ
り
歌
中
に
鐘
が
あ
る
時
は
、

こ
の
鐘
は
、「
暁
の
鐘
」
と
考
え
て
よ
い
。「
暁
の
鐘
」
は
午
前
三
時
に
寺
院
で
鳴
ら
さ
れ
る
六
時

の
鐘
の
一
つ
「
後
夜
の
鐘
」
と
し
て
撞
か
れ
た
鐘
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
歌
は
午
前
三
時
頃
に

詠
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
次
に
、『
月
清
』
の
１１１３
番
に
は
、「
い
づ
る
お
き
の
と
も
ぶ
ね
」
と
詠

ま
れ
る
。
暁
に
な
っ
て
、
地
引
き
網
で
も
引
く
の
だ
ろ
う
か
、
地
引
き
網
の
片
方
を
沖
に
下
ろ
す

た
め
に
入
り
江
を
出
て
い
く
「
と
も
舟
」
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
漁
の
開
始
が
暁
の
開
始

と
一
致
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
拾
遺
愚
』
の
１５３４
番
の
歌
も
、
こ
の
場
合
は
漁
と
は
限
ら
な
い
。
旅
ゆ
く
舟
で
あ
ろ
う
か
。
や

は
り
、
午
前
三
時
の
鐘
の
合
図
で
旅
立
つ
の
で
あ
ろ
う
。

　

ホ
ノ
ボ
ノ
は
暁
の
時
間
と
関
係
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
開
始
時
間
と
特
に
関
係
が
深
い
こ
と

が
わ
か
る
。

　

ホ
ノ
ボ
ノ
は
暁
と
関
係
が
深
か
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
ア
ケ
ボ
ノ
と
も
関
係
が
深
い
。
次
に
、

題
詞
（
詞
書
）
に
ア
ケ
ボ
ノ
が
あ
り
、
歌
中
に
ホ
ノ
ボ
ノ
が
あ
る
歌
を
引
例
す
る
。

　
　

あ
け
ぼ
の

１２６８
い
な
の
め
は
い
は
の
か
け
は
し
ほ
の
ぼ
の
し
し
ば
し
や
す
ら
へ
ま
つ
な
ら
ず
と
も
（『
散

木
』）

　
　

山
ざ
と
に
て
、
あ
け
ぼ
の
に
ひ
ぐ
ら
し
の
こ
ゑ
を
き
き
て

１７９
ほ
の
ぼ
の
に
ひ
ぐ
ら
し
の
ね
ぞ
き
こ
ゆ
な
る
こ
や
ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
に
は
あ
る
ら
む

（『
実
方
集
』）

　
　

春
曙

３１０
霞
た
つ
末
の
松
山
ほ
の
ぼ
の
と
浪
に
は
な
る
る
よ
こ
雲
の
そ
ら
（『
壬
二
』）

な
ど
で
あ
る
。
ア
ケ
ボ
ノ
に
つ
い
て
は
拙
（
（
（

稿
（「
ア
サ
マ
ダ
キ
と
ア
ケ
ボ
ノ
」）
に
述
べ
た
が
、
従

来
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
夜
が
あ
け
る
頃
の
意
味
で
は
な
く
、
暁
（
午
前
三
時
～
午
前
五

時
）
と
重
な
る
時
間
帯
と
述
べ
た
。
曙
と
ホ
ノ
ボ
ノ
が
時
間
的
に
重
な
る
と
右
の
三
例
は
予
想
さ

れ
る
。
前
に
暁
と
ホ
ノ
ボ
ノ
が
重
な
る
こ
と
を
こ
の
節
の
前
段
で
述
べ
た
。
ア
カ
ツ
キ
＝
ホ
ノ
ボ

ノ
、
ア
ケ
ボ
ノ
＝
ホ
ノ
ボ
ノ
な
の
だ
か
ら
、
ア
カ
ツ
キ
＝
ア
ケ
ボ
ノ
と
言
う
の
が
拙
論
の
結
論
で

あ
る
。
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短
歌
の
用
例
で
、
も
う
一
つ
の
事
実
を
述
べ
て
お
く
。

　
　

水
郷
朝
霧

３２６７
朝
ま
だ
き
よ
ど
の
わ
た
り
の
渡
し
守
霞
の
そ
こ
に
舟
よ
ば
ふ
な
り

３２６８
ほ
の
ぼ
の
と
か
よ
ふ
を
舟
を
た
ち
こ
め
て
か
す
み
に
よ
す
る
淀
の
川
浪
（『
拾
玉
』）

　
　

朝
見
花

９５３
ほ
の
ぼ
の
と
は
な
は
と
や
ま
に
あ
ら
は
れ
て
く
も
に
か
す
み
の
あ
け
は
な
れ
ゆ
く
（『
月

清
』

　

こ
こ
で
は
、
朝
と
ホ
ノ
ボ
ノ
の
同
時
性
が
見
て
と
れ
る
。『
岩
波
古
語
辞
典
』
で
は
、
夕
べ
→

宵
→
夜
中
→
暁
→
朝
と
時
間
が
経
過
し
て
い
く
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
歌
で
は
、「
朝
」
と
「
ほ

の
ぼ
の
」
の
同
時
性
が
読
み
取
れ
る
。
ホ
ノ
ボ
ノ
は
ア
カ
ツ
キ
や
ア
ケ
ボ
ノ
と
重
な
る
こ
と
は
本

節
で
述
べ
た
し
、
先
に
ア
サ
ボ
ラ
ケ
を
論
じ
た
と
き
に
、
ア
サ
（
ま
た
ア
シ
タ
）
と
ア
カ
ツ
キ
の

開
始
時
間
は
重
な
る
こ
と
を
の
べ
た
。
そ
の
事
実
を
こ
こ
で
再
述
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ホ
ノ
ボ
ノ
は
ア
カ
ツ
キ
、
ア
サ
、
ア
ケ
ボ
ノ
な
ど
と
重
な
る
し
、
ア
ケ
グ
レ
、
ア
カ
ツ
キ
ヤ

ミ
な
ど
と
も
そ
の
時
間
は
か
さ
な
る
の
が
こ
ん
な
和
歌
の
用
例
か
ら
も
推
量
で
き
る
の
だ
っ
た
。

『
岩
波
古
語
辞
典
』
で
は
、
ア
サ
は
ア
カ
ツ
キ
に
続
く
時
間
で
明
る
く
な
っ
た
時
間
帯
と
し
て
い

る
が
、
以
上
間
違
い
で
あ
る
と
言
え
る
。

五

　

最
後
に
、
で
は
ホ
ノ
ボ
ノ
と
は
ど
の
よ
う
な
時
間
帯
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
に
ど
う
し
て
も
述

べ
て
お
き
た
い
事
実
が
あ
る
。
ホ
ノ
ボ
ノ
に
は
動
詞
ア
ク
（
明
く
）
や
ア
ケ
ユ
ク
（
明
け
行
く
）

が
後
接
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ア
ク
は
日
付
が
変
わ
る
意
味
で
あ
る
こ
と
は
以
上
に
説

明
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

　

ア
ケ
ユ
ク
も
既
に
私
説
を
述
べ
て
い
る
（
9
（

。
複
合
動
詞
ア
ケ
ユ
ク
は
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
を
示
唆

し
て
使
用
さ
れ
る
と
い
う
も
の
だ
。
少
し
説
明
を
加
え
る
な
ら
、
ユ
ク
が
後
接
す
る
時
間
表
現
に

は
、
ク
レ
ユ
ク
、
フ
ケ
ユ
ク
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
語
は
ク
レ
の
時
間
が
進
む
。
フ

ケ
の
時
間
が
進
む
意
味
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
レ
は
午
後
五
時
か
ら
七
時
の
時
間
帯
を
意
味
す
る
。

こ
の
時
間
帯
は
、
ク
レ
を
語
中
に
含
ん
だ
ユ
フ
グ
レ
と
い
う
語
形
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
が
、
ク
レ

と
確
か
に
言
う
の
だ
っ
た
。
そ
の
ク
レ
の
時
間
が
移
行
す
る
の
が
ク
レ
ユ
ク
だ
っ
た
。

　

フ
ケ
ユ
ク
も
夜
中
の
時
間
午
後
十
一
時
か
ら
翌
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
を
フ
ケ
と
呼
び
、
そ
の

フ
ケ
の
時
間
が
経
過
す
る
の
が
、
フ
ケ
ユ
ク
だ
っ
た
。
時
間
表
記
ア
ケ
（
午
前
三
時
～
午
前
五

時
）
の
場
合
、
単
独
で
ア
ケ
と
は
使
わ
れ
に
く
い
よ
う
だ
。
和
歌
の
中
で
、

ほ
の
ぼ
の
と
あ
け
の
衣
を
け
さ
見
れ
ば
草
葉
の
袖
は
露
の
か
か
れ
る
（『
多
武
峰
少
将
物

語
』）

の
よ
う
な
例
は
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
少
な
い
。
た
だ
、
ア
リ
ア
ケ
、
ア
ケ
ボ
ノ
、
ア

ケ
グ
レ
な
ど
の
ア
ケ
は
午
前
三
時
か
ら
～
午
前
五
時
の
時
間
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
か
ら
、
ア
ケ

が
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
の
時
間
帯
を
示
す
語
例
は
多
数
あ
る
と
言
え
る
。

　
「
ホ
ノ
ボ
ノ
ト
ア
ク
」
と
「
ホ
ノ
ボ
ノ
ト
ア
ケ
ユ
ク
」
は
先
の
ア
カ
ツ
キ
、
ア
ケ
ボ
ノ
な
ど
と

ホ
ノ
ボ
ノ
と
の
関
係
で
述
べ
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
と
い
う
よ
り
。
当
時
の
時
間
の
と
ら
え
方
一

般
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

作
品
の
中
に
例
え
ば
ア
カ
ツ
キ
と
あ
っ
た
と
き
、
一
義
的
に
は
午
前
三
時
の
意
味
で
あ
る
。
そ

れ
と
同
時
に
、
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
の
意
味
も
自
動
的
に
持
つ
の
だ
っ
た
。
時
間
表
現
は
開

始
時
刻
と
そ
の
時
間
全
体
を
意
味
し
て
使
用
で
き
る
の
だ
っ
た
。

　

ホ
ノ
ボ
ノ
も
そ
う
し
た
二
様
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

ホ
ノ
ボ
ノ
の
開
始

時
点
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
用
法
が
、「
ホ
ノ
ボ
ノ
ト
ア
ク
」
で
あ
り
、
ホ
ノ
ボ
ノ
の
全
体
的
時
間

（
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
の
が
、「
ホ
ノ
ボ
ノ
ト
ア
ケ
ユ
ク
」

だ
っ
た
。
い
さ
さ
か
極
論
だ
が
、「
ほ
の
ぼ
の
」
を
口
語
訳
で
理
解
す
る
と
き
は
、
ア
カ
ツ
キ
と

口
語
訳
す
る
と
よ
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
述
べ
た
意
見
は
、『
毘
沙
門
堂
旧
蔵
本
古
今
注
（
（1
（

』
に
「〈
前
略
〉
ホ
ノ
ボ
ノ
ト
云
ニ
有
四

義
。
明
若
寿
風
也
。
万
葉
等
ノ
説
也
。
明
ハ
ア
キ
ラ
カ
ナ
ル
義
也
。
夜
ノ
ア
ク
ル
ヲ
云
也
。
又
左

伝
ニ
明
旦
ト
と
書
キ
テ
、
ホ
ノ
ボ
ノ
ト
ヨ
メ
リ
。〈
後
略
〉」、『
和
漢
朗
詠
集
和
談
抄
（
（（
（

』
に
「
ホ
ノ

〳
〵
ト
ハ
暁
ノ
義
。
曙
ト
書
リ
。
夜
将
ニ
明
ナ
ン
ト
ス
ル
皃
也
。」
と
あ
り
、『
書
言
字
考
節
用

集
（
（1
（

』
に
「
天ホ
ノ

明
平
旦
之
義
」
の
用
例
が
見
出
さ
れ
る
。

　
『
毘
沙
門
堂
旧
蔵
本
古
今
注
』
は
『
古
今
和
歌
集
』
４０９
番
の
歌
「
ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
…
」
の

歌
に
加
え
ら
れ
た
注
で
あ
る
。
こ
の
注
で
は
二
つ
の
こ
と
が
言
え
る
。
一
つ
は
「
夜
ノ
ア
ク
ル
ヲ

云
也
」
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、「
左
伝
ニ
明
旦
ト
書
キ
テ
、
ホ
ノ
ボ
ノ
ト
ヨ
メ
リ
。」
と
で
あ
る
。

　

前
者
「
夜
ノ
ア
ク
ル
」
は
も
ち
ろ
ん
現
在
使
用
さ
れ
る
夜
が
明
け
る
意
味
で
は
な
い
。
午
前
三

時
に
な
る
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
興
味
魅
か
れ
る
の
は
「
左
伝
ニ
明
旦
ト
書
キ
テ
、
ホ
ノ
ボ
ノ
ト

ヨ
メ
リ
。」
の
注
釈
で
あ
る
。
こ
の
注
釈
だ
け
で
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
次

の
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
「
天ホ
ノ

明
平
旦
之
義

」
の
用
例
を
合
わ
せ
見
る
と
そ
の
意
味
が
了
解
さ
れ
る
。

「
明
旦
」
は
翌
日
の
旦
（
あ
さ
・
あ
し
た
）
の
意
味
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
翌
日
の

午
前
三
時
か
ら
が
「
旦
（
あ
し
た
）」
で
あ
る
。
そ
れ
が
ホ
ノ
ボ
ノ
と
い
う
意
味
に
な
る
。
次
の

『
書
言
字
考
節
用
集
』
の
「
天
明
」
中
国
で
は
、「
天
開
」
と
同
じ
よ
う
に
、
日
付
が
変
わ
る
意
味

〳
〵

〳
〵
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で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
天
明
」
に
は
「
平
旦
之
義
」
の
注
が
つ
い
て
い
た
。「
平
旦
」
は
、「
旦

（
あ
さ
）
の
平は
じ

ま
り
」
で
あ
り
、
寅
の
刻
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
も
夜
が
明
け
る
意
味
で
あ
る
。

『
毘
沙
門
堂
旧
蔵
本
古
今
注
』
の
注
と
『
書
言
字
考
節
用
集
』
の
注
で
は
旦
（
あ
さ
・
あ
し
た
）

を
ホ
ノ
ボ
ノ
と
読
ん
で
い
る
の
だ
っ
た
。

　

最
後
に
、『
和
漢
朗
詠
集
和
談
抄
』
の
私
な
り
の
解
釈
を
し
て
お
く
。「
暁
」
は
午
前
三
時
～
午

前
五
時
の
時
間
帯
を
表
す
時
間
表
現
だ
っ
た
。「
ホ
ノ
〳
〵
ト
ハ
暁
ノ
義
。」
は
「
ホ
ノ
ボ
ノ
」

は
暁
の
意
味
と
な
る
。『
毘
沙
門
堂
旧
蔵
本
古
今
注
』
の
「
明
旦
」
と
『
書
言
字
考
節
用
集
』
の

「
天
明
」
は
と
も
に
午
前
三
時
に
そ
の
時
間
帯
が
開
始
さ
れ
る
。
暁
の
開
始
時
刻
も
午
前
三
時
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
ノ
ボ
ノ
は
午
前
三
時
頃
以
降
の
時
間
の
意
味
に
な
る
。

　

次
の
「
曙
ト
書
リ
。」
は
「
曙
」
も
ま
た
ホ
ノ
ボ
ノ
と
読
む
と
で
も
言
え
よ
う
か
。「
夜
将
ニ
明

ナ
ン
ト
ス
ル
皃
也
。」
は
こ
れ
も
午
前
三
時
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。『
毘
沙
門
堂
旧
蔵
本
古
今
注
』

に
も
、「
夜
ノ
ア
ク
ル
ヲ
云
也
。」
と
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
注
釈
は
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
説
の
中
盤
で
、
ホ
ノ
ボ
ノ
は
「
暁
」
と
で
も
訳
す
の
が
い
い
と
述
べ
た
。『
能
因
歌
枕

〈
広
本
〉』
に
、「
暁
を
ば
、
た
ま
を
し
げ
、
あ
け
ぼ
の
、
し
の
ゝ
め
と
云
。」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

ア
ケ
ボ
ノ
ト
ア
カ
ツ
キ
の
同
一
（
時
間
）
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ア
ケ
ボ
ノ
の
「
ボ
ノ
」

と
ホ
ノ
ボ
ノ
の
ホ
ノ
（
ボ
ノ
）
は
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。

六

　

最
後
に
二
つ
の
こ
と
を
述
べ
る
。
用
例
は
再
出
し
な
い
が
、
ホ
ノ
ボ
ノ
に
は
、「
ホ
ノ
ボ
ノ
ト

ア
ク
」
と
「
ホ
ノ
ボ
ノ
ト
ア
ケ
ユ
ク
」
の
二
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
動

詞
ア
ク
は
午
前
三
時
に
な
る
意
味
で
あ
り
、
ア
ケ
ユ
ク
は
暁
の
時
間
が
経
過
す
る
意
味
で
あ
る
。

従
っ
て
、「
ホ
ノ
ボ
ノ
ト
ア
ク
」
は
暁
の
開
始
時
間
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、「
ホ
ノ
ボ
ノ
ト
ア

ケ
ユ
ク
」
は
暁
の
時
間
が
経
過
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
敢
え
て
言
う
が
、
こ
の
両
表
現
と

夜
が
明
け
て
明
る
く
な
る
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
こ
の
両
表
現
は
時
間
を
表
現
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

補
遺　

こ
の
論
考
は
、
保
科
恵
の
論
考
に
導
か
れ
て
、『
伊
勢
物
語
』
四
段
の
「
夜
の
ほ
の
ぼ
の

と
あ
く
る
に
、」
の
解
釈
か
ら
出
発
し
て
い
る
。「
ヨ
ノ
ア
ク
」
は
保
科
も
引
用
し
て
く
れ
て
い
る

よ
う
に
、
拙
論
で
は
午
前
三
時
に
な
る
意
味
で
あ
っ
た
。
ホ
ノ
ボ
ノ
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
、
拙
論

を
述
べ
た
こ
と
に
な
る
。
論
を
進
め
る
と
き
に
は
結
論
が
見
え
て
進
め
る
の
と
、
そ
れ
こ
そ
雲
霧

の
中
に
結
論
の
光
明
を
見
つ
け
る
こ
と
は
、
難
し
さ
に
雲
泥
の
差
が
あ
る 

。

　

保
科
の
論
に
助
け
ら
れ
た
こ
と
を
再
説
し
て
お
く
。
ま
た
、
こ
こ
ま
で
の
論
も
十
分
に
我
が
意

を
述
べ
ら
れ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
自
ら
の
特
任
期
間
と
い
う
第
二
定
年
の
到
来
を
来

年
三
月
に
控
え
、
不
満
を
含
み
な
が
ら
、
擱
筆
す
る
次
第
で
あ
る
。

注

（
１
）
保
科
の
論
文
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
引
用
は
岩
波
古
典
大
系
に
よ
っ
て
い
る
。

（
２
）
拙
著
『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』（
二
〇
〇
三
年　

和
泉
書
院
）
な
ど
。

（
３
）
拙
稿
「
明
く
」
考
︱
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
︱
（
一
九
九
五
年
『
同
志
社
女
子
大
学
学

術
研
究
年
報
』
第
四
六
巻
）

（
４
）『
金
葉
集
』
の
引
用
は
岩
波
新
大
系
に
よ
っ
て
い
る
。

（
５
）
保
科
の
論
文
の
『
源
氏
物
語
』
引
用
は
『
校
本
源
氏
物
語
』
に
よ
っ
て
い
る
。

（
６
）
拙
稿
「
ア
サ
ボ
ラ
ケ
考
」（
二
〇
一
二
年
『
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
』
第
六
三

巻
）

（
７
）
本
稿
の
和
歌
の
引
用
は
以
下
も
含
め
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

（
８
）
拙
稿
「
ア
サ
マ
ダ
キ
と
ア
ケ
ボ
ノ
」（
二
〇
一
八
年
『
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年

報
』
第
六
九
巻
）

（
９
）（
３
）
論
文
に
同
じ
。

（
（0
）
片
桐
洋
一
著
『
毘
沙
門
堂
旧
蔵
本
古
今
注
』（
一
九
九
八
年　

八
木
書
店
）

（
（（
）
伊
東
正
義
・
黒
田
彰
編
著
『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
第
三
巻
』（
一
九
八
九
年　

大
学

堂
書
店
）

（
（2
）『
書
言
字
考
節
用
集
』
架
蔵
宝
暦
版
本
に
よ
る
。

ホノボノ考 （ 6 ）　（（（


