
一

　

『
百
人
一
首
』
31
番
の
歌
は
、
坂
上
是
則
の

朝あ
さ

ぼ
ら
け　

有あ
り

明あ
け

の
月つ
き

と　

み
る
ま
で
に　

吉よ
し

野の

の
里さ
と

に　

ふ
れ
る
白し
ら

雪ゆ
き

で
あ
る
。
こ
の
歌
に
対
す
る
現
行
数
本
の
注
釈
書
の
口
語
訳
を
見
て
お
く
。

	

○	

ほ
の
ぼ
の
と
夜
の
明
け
る
こ
ろ
、
ま
だ
空
に
残
っ
て
い
る
月
が
光
っ
て
い
る
の
か
と
思
う
ほ

ど
に
、
し
ら
じ
ら
と
吉
野
の
里
に
降
っ
て
い
る
し
ら
ゆ
き
で
あ
る
こ
と
よ
。（
有
吉
保（
１
）「
講

談
社
学
術
文
庫
」）

	

○	

夜
が
ほ
の
白
く
な
っ
て
、
有
明
の
月
か
し
ら
と
思
う
ほ
ど
に
、
吉
野
の
里
に
白
じ
ろ
と
降
っ

て
い
る
雪
で
は
あ
る
。（
鈴
木
日
出
男（
２
）「
ち
く
ま
文
庫
」）

	

○	

夜
が
ほ
の
か
に
明
る
く
な
っ
て
き
た
こ
ろ
、
有
明
の
月
の
光
っ
て
い
る
の
か
と
思
う
ほ
ど
に
、

し
ら
じ
ら
と
こ
の
吉
野
の
里
に
降
り
つ
も
っ
て
い
る
白
雪
で
あ
る
こ
と
よ
。（
島
津
忠
夫（
３
）

「
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
」
新
版
）

	

○	

夜
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
る
こ
ろ
、
ま
だ
空
に
残
っ
て
い
る
月
の
光
が
さ
し
て
い
る
か
と
思
う

ほ
ど
に
、
し
ら
じ
ら
と
吉
野
の
里
に
降
り
強
い
て
い
る
白
雪
よ
。（
井
上
宗
雄（
４
）『
百
人
一
首

を
楽
し
く
よ
む
』
笠
間
書
院
）

　

本
稿
で
は
、「
朝
ぼ
ら
け
」
と
い
う
単
語
を
問
題
に
す
る
。
こ
こ
で
各
注
釈
書
が
そ
の
時
間
帯

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
見
て
お
く
。
各
注
釈
書
の
時
間
表
現
を
ま
と
め
る
と
、「
夜

の
明
け
る
の
も
知
ら
ぬ
げ
に
」（「
講
談
社
」）、「
夜
が
ほ
の
白
く
な
っ
て
」（「
ち
く
ま
」）、「
夜
が

ほ
の
か
に
明
る
く
な
っ
て
き
た
こ
ろ
」（「
角
川
」）、
夜
が
ほ
の
ぼ
の
明
け
る
こ
ろ
」（「
笠
間
」）

論　
　

文

ア
サ
ボ
ラ
ケ
考

と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
口
語
訳
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
く
。
か
つ
て
、
萩
谷
朴（
５
）
が
『
土
佐
日
記
全
評

釈
』
を
著
し
た
時
、
よ
あ
け
こ
ろ
の
時
間
経
過
に
つ
い
て
、「
月
の
な
い
ア
カ
ツ
キ
の
暗
黒
の
空

が
日
出
前
一
時
間
半
く
ら
い
か
ら
わ
ず
か
に
透
明
度
の
あ
る
ダ
ー
ク
ブ
ル
ー
（
濃
い
縹
）
と
替
わ

り
、
や
が
て
半
透
明
の
縹
色
か
ら
朝
縹
と
変
わ
っ
て
、
日
出
前
三
、
四
○
分
頃
か
ら
空
は
一
面
に

白
み
は
じ
め
る
と
共
に
、
高
い
雲
が
ト
キ
色
に
染
ま
っ
て
来
る
。」
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
一

年
を
通
じ
て
考
え
る
と
、
天
文
薄
明
の
時
間
は
、
日
の
出
前
一
時
間
半
か
ら
五
十
分
ほ
ど
の
間
で

変
化
す
る
か
ら
、
萩
谷
の
観
察
は
夏
の
状
況
の
み
に
対
応
し
て
お
り
、
科
学
的
に
精
確
で
あ
る
と

は
言
い
難
い
の
だ
が
、
古
典
作
品
を
読
む
と
き
は
大
体
萩
谷
の
指
摘
に
従
え
ば
よ
い
と
考
え
る
。

萩
谷
の
意
見
を
繰
り
返
す
と
、
日
の
出
前
一
時
間
半
く
ら
い
に
夜
が
白
み
始
め
、
日
の
出
前

三
、
四
十
分
く
ら
い
で
、
ほ
ぼ
、
日
の
出
以
降
の
視
界
が
保
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
萩

谷
の
意
見
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
『
百
人
一
首
』
の
注
釈
書
類
は
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
を
ほ
ぼ
日
の
出

前
一
時
間
半
ほ
ど
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二

　

と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
各
注
釈
書
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
注
釈
を
見
て
み
る
と
、「
夜
が
ほ
の
ぼ
の
明

け
る
こ
ろ
。」（「
講
談
社
」）、「
夜
が
ほ
の
ぼ
の
と
ア
ケ
は
じ
め
る
時
分
。」（「
ち
く
ま
」）、「
夜
が

ほ
の
ぼ
の
と
明
け
る
こ
ろ
。
あ
け
ぼ
の
よ
り
や
や
明
る
く
、
既
に
夜
が
明
け
た
と
言
え
る
刻
限
を

さ
し
た
が
、
後
に
混
同
さ
れ
る
。」（
角
川
」）、「
夜
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
る
こ
ろ
。
元
来
、
あ
け

ぼ
の
よ
り
や
や
明
る
い
時
と
さ
れ
た
が
、
定
家
の
頃
は
両
者
混
同
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。」（「
笠

間
」）

　

ほ
ぼ
二
つ
の
意
見
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
二
者
と
後
二
者
と
で
あ
る
。
前
二
者
は
、

「
夜
が
ほ
の
ぼ
の
明
け
る
こ
ろ
。」（「
講
談
社
」）
と
い
う
注
釈
の
み
が
つ
け
ら
れ
、
後
二
者
に
は

は
、
そ
の
意
見
と
と
も
に
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
語
史
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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本
稿
で
問
題
と
す
る
「
朝
ぼ
ら
け
…
」
の
和
歌
の
理
解
で
は
、
冒
頭
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
を
ど
う
理

解
す
る
か
で
、
こ
の
歌
の
理
解
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
を
理
解
す
る
に

は
も
う
一
つ
の
類
似
の
語
ア
ケ
ボ
ノ
と
二
つ
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
前
節
で
、
萩

谷
の
朝
方
の
検
討
を
紹
介
し
た
が
、
萩
谷
の
朝
方
の
時
間
帯
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
日
の
出
前
一
時

間
半
前
か
ら
、
三
、
四
十
分
前
ま
で
が
薄
暮
だ
っ
た
。
さ
て
従
来
の
研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
、
ア

ケ
ボ
ノ
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
な
ど
の
語
と
し
て
の
理
解
の
実
際
を
紹
介
す
る
。

　

ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
理
解
で
紹
介
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
究
は
二
つ
あ
っ
た
。
石
田
穣
二（
６
）

の
研
究
と
徳
原
茂
実（
７
）の
研
究
で
あ
る
。
石
田
の
研
究
は
、
主
に
『
源
氏
物
語
』
中
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ

の
用
例
を
研
究
し
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
は
薄
暮
の
終
わ
り
部
分
、
も
う
夜
が
明
け
た
と
言
っ
て
い
い
時

分
を
指
す
と
す
る
。
つ
ま
り
、
平
安
中
期
に
は
ア
サ
ボ
ラ
ケ
は
、
明
る
い
時
間
帯
を
指
し
て
使
用

さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
方
、
徳
原
の
研
究
は
、
石
田
の
研
究
に
賛
意
を
表
す
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
。
夜
が
明
け
た
と
言
え
る
時
間
帯
を
意
味
し
て
い
た
ア
サ
ボ
ラ
ケ
は
、
定
家
の
頃

に
は
、
薄
暮
の
前
半
、
ま
だ
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
主
張
す
る
。「
角

川
」
と
「
笠
間
」
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
中
の
背
後
に
は
以
上
の
よ
う
な
研
究
を
根
拠
と
し
て
、
ア
サ

ボ
ラ
ケ
が
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
度
ま
と
め
て
お
く
。
平
安
時
代
中
期
頃
ま
で
は
、
薄
暮
の
前
の
方
が
ア
ケ
ボ
ノ
、
薄
暮

の
後
半
、
と
い
う
よ
り
薄
暮
の
終
了
時
点
が
ア
サ
ボ
ラ
ケ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
平
安

時
代
後
期
に
は
、
こ
れ
ら
両
者
が
混
同
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
を
辿
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
一
つ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
是
則
は
平
安
時
代
初
期
の
歌
人
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

是
則
が
こ
の
歌
を
作
っ
た
と
き
と
定
家
が
こ
の
歌
を
『
百
人
一
首
』
に
撰
入
し
た
と
き
で
は
、
ア

サ
ボ
ラ
ケ
の
意
味
は
変
化
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
い
や
、
徳
原
の
論
文
の
主
題
は
む
し
ろ
そ
の

点
に
あ
っ
た
。「
朝
ぼ
ら
け
…
」
の
歌
が
平
安
時
代
に
中
期
に
は
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
に
、
平
安
時
代
末
か
ら
高
評
価
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
イ
メ
ー
ジ
が

変
わ
り
、
和
歌
の
理
解
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
に
よ
る
と
の
主
張
だ
っ
た
。

三

　

本
稿
で
は
、
こ
の
歌
の
評
価
の
変
遷
と
言
っ
た
問
題
に
は
触
れ
る
こ
と
を
し
な
い
。
ア
サ
ボ
ラ

ケ
と
い
う
語
は
徳
原
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
中
期
ま
で
は
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
た
ア
サ
ボ
ラ
ケ
が
、
平
安
時
代
末
期
に
は
暗
い
イ
メ
ー
ジ
に
ほ
ん
と
う
に
変
わ
っ
た
の
か
を
問

題
と
す
る
。
国
語
史
的
に
見
た
時
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
と
い
う
語
が
公
任
（966

～1041

）
の
時
代
か

ら
定
家
（1162

～1241

）
の
時
代
ま
で
の
二
百
年
ほ
ど
の
間
で
急
速
に
意
味
が
変
更
さ
れ
た
の
か

を
問
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
、
朝
方
の
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
語
が
朝
方
の
暗
い
イ

メ
ー
ジ
を
持
つ
語
へ
ほ
ん
の
三
十
分
ほ
ど
の
時
間
変
更
を
遂
げ
る
の
か
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
ア
サ
ボ
ラ
ケ
が
平
安
中
期
に
は
本
当
に
明
る
か
っ
た
の
か
の
検
討
を
始

め
る
。
も
ち
ろ
ん
、
石
田
穣
二
の
研
究
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

石
田
は
、『
源
氏
物
語
』
中
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
用
例
を
検
討
し
、「
明
け
た
、
と
言
え
る
頃
か
ら

明
け
果
て
る
ま
で
、
朝
と
い
ふ
言
葉
を
使
へ
ば
、
朝
早
い
頃
で
あ
る
。」
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
、
動
詞
ア
ク
の
意
味
を
文
字
通
り
夜
が
明
け
た
と
い
う
意
味
に
限
定
し
て
捉
え
て
い
た

り
、
ア
カ
ツ
キ
を
夜
明
け
ご
ろ
と
捉
え
て
、
用
例
を
検
討
し
て
い
る
た
め
に
、
結
果
と
し
て
ア
サ

ボ
ラ
ケ
の
意
味
用
法
を
か
な
り
、
違
え
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
と
推
量
さ
れ
る
。
今
一
度
ア
サ

ボ
ラ
ケ
の
用
例
を
検
討
す
る
理
由
で
あ
る
。
先
に
述
べ
て
お
く
が
、「
夜
の
あ
く
」
表
現
も
同
様

で
、
私
に
は
こ
の
表
現
も
日
付
が
変
わ
る
意
味
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
も
う
一
つ
「
朝
」
の

問
題
だ
が
、
当
時
は
午
前
三
時
以
降
を
ア
シ
タ
と
呼
ん
で
い
た
事
実
も
加
え
て
お
く
。

　

用
例
の
検
討
に
移
る
。
こ
こ
で
は
、
石
田
の
検
討
と
比
較
し
や
す
い
よ
う
に
、
石
田
の
引
用
し

た
用
例
を
、
石
田
の
検
討
し
た
順
に
考
察
す
る
。
石
田
は
、「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
朝
ぼ
ら

け
」
の
使
用
例
は
十
九
例
で
あ
る
。
今
、
そ
の
時
刻
を
明
示
す
る
に
足
る
と
思
は
れ
る
用
例
を
便

宜
に
従
つ
て
列
挙
し
、
簡
単
に
説
明
を
加
へ
る
。」
と
し
て
７
例
を
上
げ
て
い
る
。

	

１	

朝
ぼ
ら
け
の
か
た
ち
、
い
と
め
で
た
く
を
か
し
げ
な
り
。
東
の
対
の
南
の
そ
ば
に
立
ち
手
、

お
前
の
方
を
見
や
り
給
へ
ば
、
御
格
子
二
間
ば
か
り
上
げ
て
、
ほ
の
か
な
る
朝
ぼ
ら
け
の
程

に
、
御
簾
ま
き
上
げ
て
人
々
居
た
り
。（
野
分
八
七
○
）

　

こ
の
文
に
つ
い
て
、
石
田
は
、「
前
文
に
「
日
の
わ
ず
か
に
さ
し
出
た
る
に
、
う
れ
へ
顔
な
る

庭
の
露
き
ら
き
ら
と
し
て
、
空
い
と
す
ご
く
霧
り
わ
た
れ
る
に
」（
八
六
八
）
と
あ
る
が
、
こ
れ

は
ま
だ
夕
霧
が
南
の
町
に
在
つ
た
時
の
庭
前
の
情
景
で
あ
る
。
日
が
既
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

な
ほ
、
引
い
た
文
に
続
い
て
夕
霧
の
望
見
す
る
秋
好
中
宮
の
侍
女
達
の
姿
を
写
す
く
だ
り
に
「
さ

や
か
な
ら
ぬ
明
け
ぐ
れ
の
程
云
々
」
と
い
ふ
文
が
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
後
半
の

「
明
け
ぐ
れ
」
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
つ
い
て
い
な
い
。
た
だ
、
文
旨
か
ら
推
定
す
れ
ば
、「
明

け
ぐ
れ
」
を
夜
が
明
け
た
時
間
帯
と
考
え
て
い
る
と
推
定
で
き
る
。
し
か
し
、
ア
ケ
グ
レ
に
つ
い

て
は
既
に
私
見（
９
）を
述
べ
た
が
、
午
前
三
時
を
過
ぎ
て
、
有
明
の
月
が
出
て
お
ら
ず
、
雨
や
雪
で
暗

い
状
況
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
本
文
の
後
の
部
分
に
ア
ケ
グ
レ
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
前
の
当
該
分
の
時
間
で
は
ま
だ
暗
か
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
石
田
の
説
明
の
前
半
部
分
も
解

釈
と
し
て
よ
く
問
題
に
な
る
部
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
前
に
「
あ
か
月
方
に
風
す
こ
し
し

め
り
て
、
む
ら
さ
め
の
や
う
に
降
り
出
づ
。」
と
そ
の
時
間
帯
が
ま
だ
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
の
時
間
帯
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で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
後
夕
霧
が
「
う
ち
し
は
ぶ
く
」
と
、
源
氏
は
「
中
将
の
こ
は
づ

く
る
に
ぞ
あ
な
る
。
夜
は
ま
だ
深
か
ら
む
は
」
と
も
、「
い
に
し
へ
だ
に
知
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
ず

な
り
に
し
あ
か
月
の
別
れ
よ
」
と
も
言
っ
て
い
る
。「
夜
は
ま
だ
深
か
ら
む
は
」
と
か
「
あ
か
月

の
別
れ
よ
」
と
源
氏
が
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
時
間
帯
は
ま
だ
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
、

ま
っ
暗
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
こ
で
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
で
は
、「
ま
だ
明
け
方
に
は
間

が
あ
る
だ
ろ
う
に
。「
日
わ
ず
か
に
さ
し
て
な
ど
い
へ
ど
も
。
御
格
子
降
ろ
し
た
る
う
ち
に
て
、

か
く
の
給
ふ
也
」（
湖
月
抄
）」
こ
の
引
用
し
た
当
該
文
の
解
釈
に
何
ら
か
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
次
の
２
の
用
例
も
そ
う
だ
が
、
光
源
氏
の
形
容
句
で
は
な
か
ろ

う
か
。
か
か
や
く
姫
と
同
じ
よ
う
に
で
あ
る
。

　

と
も
か
く
、
こ
の
用
例
か
ら
推
定
さ
れ
る
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
時
間
帯
は
、
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
と

重
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
示
し
た
１
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
用
例
か
ら
は
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
が
夜
明
け
ご

ろ
と
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
む
し
ろ
、
暗
い
時
間
帯
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

	

２	

朝
ぼ
ら
け
の
只
な
ら
ぬ
空
に
、
百
千
鳥
の
声
も
い
と
う
ら
ら
か
な
り
。
…
…
山
際
よ
り
さ
し

出
づ
る
日
の
は
な
や
か
に
さ
し
あ
ひ
、
目
も
輝
く
心
地
す
る
御
さ
ま
の
…
…	

（
若
菜
上
一
○

七
二
）

　

こ
の
文
も
、「
山
際
よ
り
さ
し
出
づ
る
日
の
は
な
や
か
に
さ
し
あ
ひ
」
が
問
題
と
な
る
。
こ
の

句
も
、「
目
も
輝
く
心
地
す
る
御
さ
ま
の
」
と
光
源
氏
の
様
子
に
掛
か
っ
て
い
る
。
実
際
の
日
の

光
で
は
な
く
、
光
源
氏
の
形
容
句
で
あ
ろ
う
。

	

３	

明
け
果
つ
る
ま
ま
に
、
花
の
色
も
人
の
か
た
ち
ど
も
も
ほ
の
か
に
見
え
て
、
鳥
の
さ
へ
づ
る

程
、
心
地
ゆ
き
、
め
で
た
き
朝
ぼ
ら
け
な
り
。（
絵
合
五
七
）

　

こ
の
用
例
も
「
花
の
色
も
人
の
か
た
ち
ど
も
も
ほ
の
か
に
見
え
て
」
と
あ
る
か
ら
、
夜
が
す
っ

か
り
明
け
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
複
合
動
詞
「
明
け
は
つ）
（（
（

」
は
、
夜
が
す
っ
か
り

明
け
る
意
味
を
持
つ
「
明
け
は
な
る
」
と
意
味
差
が
あ
る
点
も
注
意
し
た
い
。

	

４	

夜
も
明
け
ぬ
。
朝
ぼ
ら
け
の
鳥
の
さ
へ
づ
り
を
中
宮
は
も
の
隔
て
て
ね
た
う
き
こ
し
め
し
け

り
。（
胡
蝶
七
八
四
）

　

前
文
に
、「
夜
も
す
が
ら
遊あ
そ

び
明あ

か
し
給
（
た
ま
ふ
）。」
と
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
、
４
の
「
夜
も
明
け

ぬ
」
と
続
く
か
ら
、
こ
の
「
夜
も
明
け
ぬ
」
は
日
付
が
変
わ
る
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
現

在
の
夜
明
け
の
意
味
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

	

５	

朱
雀
院
よ
り
帰
り
参
り
て
、
春
宮
の
御
方
々
め
ぐ
る
程
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
様
し
て
、
竹
河
謡
ひ
け
る
程
を
見
れ
ば	

（
真
木

柱
）

　

こ
の
用
例
は
男
踏
歌
の
場
面
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
男
踏
歌
の
例
が
、「
初
音
」
の
巻
に
あ
っ

て
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
時
間
帯
が
、「
影
す
さ
ま
じ
き
暁
月
夜
に
、
雪
や
う
〳
〵
降ふ

り
積つ

む
」
と

あ
っ
た
。
ア
カ
ツ
キ
に
月
が
照
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
用
例
も
、「
初
音
」
の
巻
と
同

じ
よ
う
に
夜
が
あ
け
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

	

６	

ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
朝
ぼ
ら
け
、
霞
の
間
よ
り
見
え
た
る
花
の
色
々
、
な
ほ
春
に
心
と
ま

り
ぬ
べ
く
に
ほ
ひ
わ
た
り
て
、
百
千
鳥
の
さ
へ
づ
り
も
笛
の
音
に
劣
ら
ぬ
心
地
し
て
、（
御

法
一
三
八
四
）

　

こ
の
例
文
の
前
に
も
、
４
の
例
と
同
じ
よ
う
に
、「
夜
も
す
が
ら
、
た
う
と
き
こ
と
に
う
ち
合

わ
せ
た
る
鼓
の
声
絶
え
ず
お
も
し
ろ
し
。」
と
、「
夜
も
す
が
ら
」
の
表
現
が
見
え
る
。
ヨ
モ
ス
ガ

ラ
の
終
了
時
点
は
午
前
三
時
で
あ
る
か
ら
、
文
の
連
続
性
を
考
え
る
と
、
こ
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
も
薄

暮
の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。

	

７	

程
も
な
う
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
に
、
鶏と
り

な
ど
は
鳴
か
で
、
大
路
近
き
と
こ
ろ
に
お
ほ
ど
れ
た

る
声
し
て
、
い
か
に
と
か
聞
き
も
知
ら
ぬ
名
の
り
を
し
て
う
ち
群
れ
て
行
く
な
ど
ぞ
聞
ゆ
る
。

か
や
う
の
朝
ぼ
ら
け
に
見
れ
ば
、
物
い
た
だ
き
た
る
者
の
鬼
の
や
う
な
る
ぞ
か
し
、
と
聞
き

給
ふ
も
、（
東
屋
一
八
四
六
）

　

こ
の
用
例
も
、「
程
も
な
う
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
夜
が
明
け
る
、
明
る
く

な
る
意
味
で
は
な
い
。
午
前
三
時
に
な
る
意
味
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
文
で
面
白
い
の
は
、
す
っ
か

り
明
け
て
い
る
と
す
る
と
、
物
売
り
の
姿
が
「
物
い
た
だ
き
た
る
者
の
鬼
の
や
う
な
る
ぞ
か
し
」

と
見
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
物
売
り
の
姿
が
薄
ぼ
ん
や
り
と
は
見
え
る
が
、
な
に
か
、
不
気
味
な
雰

囲
気
の
あ
る
薄
暮
（
な
い
し
、
暗
闇
）
の
時
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
石
田
穣
二
が
ア
サ
ボ
ラ
ケ
が
す
っ
か
り
夜
が
明
け
た
例
と
考
え
た
用
例
も
そ
う
と
は
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
お
そ
ら
く
、
石
田
の
脳
裏
に
も
、
動
詞
ア
ク
や
ヨ
ノ
ア
ク
表
現
が
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夜
が
明
け
た
と
の
考
え
が
有
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

四

　

徳
原
茂
実
は
、
石
田
の
論
に
賛
意
を
示
し
た
上
で
、『
後
撰
和
歌
集
』
な
ど
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の

用
例
に
つ
い
て
、
や
は
り
明
る
い
状
態
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
反
論
を
こ
こ

で
行
う
べ
き
だ
が
、
論
が
長
く
な
る
の
で
、
そ
の
こ
と
は
後
に
二
三
述
べ
る
が
こ
こ
で
は
省
略
に

従
う
。
一
つ
徳
原
の
論
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
源
氏
物
語
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
用
例
が
、
明

る
い
と
い
う
石
田
の
論
に
賛
意
を
示
し
た
徳
原
だ
か
ら
、『
後
撰
和
歌
集
』
な
ど
の
歌
が
明
る
い

ア
サ
ボ
ラ
ケ
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
そ
れ
が
、『
拾
遺
集
』『
千
載
集
』
を
経
て
、

『
新
勅
撰
集
』
や
『
続
拾
遺
集
』
の
歌
中
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
ま
で
明
る
い
と
な
る
と
疑
問
が
生
じ
る
。

そ
れ
も
、『
続
拾
遺
集
』
の
歌
の
作
者
が
藤
原
為
家
で
あ
る
と
す
る
と
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
意
味
は

『
新
古
今
和
歌
集
』
時
代
を
下
っ
て
も
明
る
い
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
時
代
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
理
解
は
暗
い
イ
メ
ー
ジ
に
変
化
し
て
い
な
い
と
、
徳
原
の
主
張
は
成
立
し

な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
か
ら
も
、
徳
原
の
示
し
た
和
歌
の
用
例
の
解
釈
に
は
、
い
さ
さ
か

疑
問
が
残
る
。

　

徳
原
の
指
摘
す
る
明
る
い
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
用
例
は
一
言
で
言
う
と
印
象
批
評
で
あ
っ
た
。
こ
の

視
点
か
ら
徳
原
の
指
摘
の
問
題
点
を
二
、
三
見
て
お
く
。

　

始
め
に
、『
後
撰
和
歌
集
』
の
歌
を
見
る
。

	

128
昨
日
見
し
花
の
か
ほ
と
て
け
さ
み
れ
ば
ね
て
こ
そ
さ
ら
に
色
ま
さ
り
け
れ

	

129
ひ
と
夜
の
み
ね
て
し
か
へ
ら
ば
藤
の
花
こ
こ
ろ
と
け
た
る
色
見
せ
ん
や
は

	

130
朝
ぼ
ら
け
し
た
ゆ
く
水
は
あ
さ
け
れ
ど
深
く
ぞ
花
の
色
は
見
え
け
る

　

右
の
三
首
は
、
128
番
が
三
条
定
方
、
129
番
が
藤
原
兼
輔
、
130
番
が
紀
貫
之
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
歌
は
、
兼
輔
の
自
宅
の
宴
会
で
歌
わ
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
は
、『
後
撰
和
歌
集
』
の
詞
書
か

ら
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
定
方
の
歌
集
『
三
条
右
大
臣
集）
（（
（

』
で
は
、
128
番
の
歌
は
定
方
が

「
あ
し
た
に
よ
み
給
へ
り
け
る
」
歌
に
対
す
る
返
歌
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
129
番
の
藤

原
兼
輔
の
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
兼
輔
Ⅰ
』
で
は
「
夜
明
け
に
け
り
」、『
兼
輔
Ⅲ
』
で
は
「
か
く
あ

そ
ひ
あ
か
し
て
、
と
の
も
と
ゝ
ま
り
た
ま
て
つ
と
め
て
の
た
ま
へ
る
か
へ
し
に
」、『
兼
輔
Ⅳ
』
で

は
「
そ
の
よ
は
と
ま
り
て
、
ま
た
の
あ
し
た
」
に
と
違
っ
た
詞
書
が
こ
の
歌
に
は
与
え
ら
れ
て
い

る
。
右
に
見
ら
れ
る
詞
書
中
の
時
間
を
見
て
み
る
と
、「
夜
明
け
」
と
「
あ
そ
ひ
あ
か
し
て
」
は

午
前
三
時
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
ア
シ
タ
は
午
前
三
時
以
降
、
ツ
ト
メ
テ
は
午
前
五
時

以
降
、
以
上
が
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
時
間
で
あ
る
。
128
番
～
130
番
歌
は
同
じ
時
に
読
ま
れ
た

と
思
う
か
ら
、
130
番
の
「
朝
ぼ
ら
け
」
の
時
間
も
そ
れ
ら
の
時
間
帯
に
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
ツ
ト
メ
テ
は
、
返
歌
の
時
間
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
時
間
は
そ
れ
よ

り
前
と
思
わ
れ
る
。
残
り
の
時
間
帯
は
全
て
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
が
読
ま
れ
て
い
る
。
ア
カ
ツ
キ

の
時
間
帯
は
原
則
暗
い
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
朝
ぼ
ら
け
」
も
暗
い
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
歌
を
見
て
お
く
。
徳
原
は
、
次
の
歌
は
、「
明
ら
か
に
是
則
歌
を

ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。

	

源
道
済

	

604
朝
ぼ
ら
け
雪
ふ
る
空
を
み
わ
た
せ
ば
山
の
は
ご
と
に
月
ぞ
の
こ
れ
る

　

徳
原
は
こ
の
時
代
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
は
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
し
、
こ
の
歌
が

是
則
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
る
な
ら
、
当
然
、
こ
こ
で
の
「
朝
ぼ
ら
け
」
も
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
の

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
、「
月
ぞ
の
こ
れ
る
」
と
い
う
で
あ
ろ
う
か
。
月
は
暗
い
空
に
あ
る
も
の

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
薄
暮
の
空
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
時
間
帯

に
な
る
と
、
月
は
も
う
沈
ん
で
い
る
が
、
ど
の
山
の
稜
線
も
円
弧
に
光
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
月
に

見
え
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
月
ぞ
の
こ
れ
る
」
が
残
月
の
言
い
換
え
で
あ
る
と
す

る
と
、
残
月
は
有
明
の
月
の
こ
と
で
あ
り
、
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
（
暗
い
）
に
出
て
い
る
月
だ
か

ら
、
こ
の
「
朝
ぼ
ら
け
」
も
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、『
千
載
和
歌
集
』
の
歌
を
読
む
。

宇
治
に
ま
か
り
て
侍
り
け
る
時
よ
め
る	

中
納
言
定
頼

	

420
朝
ぼ
ら
け
う
ぢ
の
河
霧
た
え
だ
え
に
あ
ら
は
れ
わ
た
る
せ
ぜ
の
網
代
木

　

右
の
歌
に
つ
い
て
、
徳
原
は
、「
眺
望
を
さ
ま
た
げ
て
い
た
の
は
霧
で
あ
っ
て
闇
で
は
な
い
。

闇
の
中
で
は
霧
は
意
識
さ
れ
ず
、
夜
が
明
け
は
な
れ
て
後
初
め
て
た
ち
こ
め
る
霧
が
知
覚
さ
れ

る
。」
と
述
べ
る
。
霧
の
名
所
丹
波
に
住
居
を
持
つ
論
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
承

服
で
き
な
い
。
夜
、
闇
の
中
で
も
霧
が
流
れ
る
の
は
十
分
視
認
で
き
る
し
、
ま
し
て
、
薄
暮
の
状

態
な
ら
霧
を
視
認
す
る
こ
と
は
ご
く
簡
単
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
朝
霧
の
中
に
、
網
代
が
絶
え
絶

え
に
見
え
、
だ
ん
だ
ん
に
見
通
さ
れ
て
い
く
と
こ
の
歌
を
読
み
と
っ
て
何
の
問
題
は
な
い
の
で
あ
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る
。
そ
う
し
た
立
場
で
こ
の
歌
を
見
る
と
、「
夜
が
明
け
は
な
れ
た
刻
限
を
「
朝
ぼ
ら
け
」
と
言

い
据
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。」
と
の
徳
原
の
指
摘
の
み
し
か
こ
の
歌
の
解
釈
は
な
い
と
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
徳
原
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
に
対
す
る
意
見
は
徳
原
自
身
の
感
覚
に

基
づ
く
印
象
批
評
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
で
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
と
い
う
語
は
薄
暮
の
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
た
と
思
え
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
も
、
暗
い
方
の
薄
暮
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。

五

　

こ
う
な
っ
て
み
る
と
、
徳
原
が
、『
新
勅
撰
集
』

	

藤
原
成
宗

	

60
花
な
れ
や
と
山
の
は
る
の
朝
ぼ
ら
け
あ
ら
し
に
か
を
る
峯
の
白
雲

と
『
続
拾
遺
集
』

	

藤
原
為
家

	

276
朝
ぼ
ら
け
あ
ら
し
の
や
ま
の
は
み
ね
は
れ
て
ふ
も
と
を
く
だ
る
秋
の
河
霧

の
二
首
の
歌
を
引
用
し
、「
と
あ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
夜
の
明
け
は
な
れ
た
こ
ろ
の
眺
望
と
解
さ

れ
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。」
と
評
し
て
い
る
が
、
お
お
い
に
疑
問
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。
次
に
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
和
歌
中
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
用
例
を
再
検
討
し
て
い

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

八
月

	

399	

あ
さ
ほ
ら
け
た
つ
き
り
は
ら
の
こ
ま
の
あ
し
を　

し
の
ゝ
め
は
ら
み
み
に
も
く
る
か
な

（『
能
宣
Ⅰ
』）

　

こ
の
歌
は
、「
し
の
の
め
は
ら
み
」
と
シ
ノ
ノ
メ
と
い
う
語
と
ア
サ
ボ
ラ
ケ
と
い
う
語
が
一
つ

の
和
歌
の
中
に
あ
る
点
で
あ
る
。
当
然
ア
サ
ボ
ラ
ケ
と
シ
ノ
ノ
メ
の
同
時
性
が
成
立
す
る
。
ち
な

み
に
、
シ
ノ
ノ
メ
は
、
簾
を
通
し
て
室
内
か
ら
室
外
を
見
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
は
薄
暮
と
呼
ぶ
時
間
帯
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
か
月
の
し
も
し
ろ
し
と
い
ふ
た
い
に
て

	

287	

し
も
か
と
て
を
き
て
み
つ
れ
は
月
か
け
に　

み
て
ま
か
は
せ
る
あ
さ
ほ
ら
け
か
な
（『
実
方

集
』）

　

こ
の
歌
で
大
切
な
点
は
、
詞
書
に
「
あ
か
月
」
と
あ
り
、
和
歌
に
「
あ
さ
ほ
ら
け
」
と
あ
る
点

で
あ
る
。
そ
れ
に
こ
の
歌
は
冬
の
歌
で
も
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
冬
の
ア
カ
ツ
キ
（
午
前
三

時
～
午
前
五
時
）
は
ま
っ
暗
な
時
間
帯
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
は
少
な
く
と
も
薄

暮
以
前
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
そ
れ
が
、
ま
っ
暗
な
時
間
帯
も
ア
サ
ボ
ラ
ケ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
月
か
け
」
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
証
明
し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。

　

ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
語
源
は
ア
サ
ビ
ラ
キ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
類
似
の
語

に
ア
サ
ケ
（
朝
明
）
が
あ
る
。
す
で
に
、
ア
サ
ケ
に
つ
い
て
は
、
暗
い
時
間
を
意
識
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
と
述
べ
た）
（（
（

。
お
そ
ら
く
、
ア
サ
ビ
ラ
キ
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
に
つ
い
て
も
語
の
理
解
の
前
提

と
し
て
、
午
前
三
時
に
な
る
ヨ
ノ
ア
ク
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
ま
、
あ
せ
に
て
、
ま
た
あ
か
つ
き
に
お
る
れ
は　

進

	

201	

花
す
ゝ
き
あ
さ
ほ
ら
け
こ
そ
こ
ひ
し
け
れ　

う
ち
そ
よ
め
き
て
わ
か
れ
つ
る
け
さ
（『
選
子

内
親
王
集
』）

　

こ
の
歌
は
詞
書
に
「
あ
か
つ
き
」
と
あ
り
、
歌
に
「
あ
さ
ほ
ら
け
」
と
あ
る
。『
選
子
内
親
王

集
Ⅰ
』
は
、
大
体
日
並
み
順
に
歌
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
歌
が
読
ま
れ
た

の
は
、
八
月
下
旬
か
ら
九
月
上
旬
の
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
今
日
の
秋
分
の
頃
で
あ
り
、
こ
の
時
、

ア
カ
ツ
キ
は
ま
だ
暗
い
と
予
想
さ
れ
る
。

夜
ひ
と
よ
、
た
う
と
き
こ
と
き
ゝ
あ
か
し
て
、
暁
方
に

み
れ
は
、
よ
る
ち
り
け
る
花
の
や
り
水
の
な
み
に
よ
せ

ら
れ
て
、
す
わ
う
か
ひ
の
さ
ま
な
る
に
、
さ
く
ら
か
ひ

と
な
と
い
ひ
て
は
こ
れ
や

	
43	
夜
も
す
が
ら
ち
り
け
る
花
を
朝
ほ
ら
け　

あ
か
し
の
浦
の
か
ひ
か
と
そ
見
る
〈
以
下
略
〉

（『
公
任
集
』）

　

詞
書
の
「
夜
ひ
と
よ
」
と
歌
の
「
夜
も
す
が
ら
」
は
と
も
に
一
晩
中
の
意
味
で
あ
る
。
た
だ
そ

の
終
了
時
点
は
午
前
三
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
点
ま
で
を
経
過
す
る
の
が
動
詞
ア
カ
ス
で
あ
っ
た
。

「
き
ゝ
あ
か
し
て
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
点
ま
で
話
を
聞
い
て
い
る
。
す
る
と
、「
暁
方
」
に
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な
っ
て
い
る
。
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
は
ア
カ
ツ
キ
の
開
始
部
分
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
点
は

ま
っ
暗
で
あ
る
。
そ
の
時
間
帯
を
ア
サ
ボ
ラ
ケ
と
歌
に
詠
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
は

薄
暮
に
さ
え
な
っ
て
い
な
い
。
本
節
で
『
実
方
集
』
287
番
の
歌
で
問
題
に
し
た
が
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ

は
、
石
田
穣
二
の
論
文
が
書
か
れ
る
前
は
夜
が
白
々
と
あ
け
る
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、

石
田
論
文
以
降
白
々
明
け
と
い
う
よ
り
、
す
っ
か
り
夜
が
明
け
た
時
間
帯
だ
と
い
う
主
張
が
行
わ

れ
た
。
と
こ
ろ
が
、『
実
方
集
』
や
本
歌
の
用
例
を
見
る
と
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
は
語
源
と
さ
れ
る
ア

サ
ビ
ラ
ケ
や
類
似
の
ア
サ
ケ
と
言
っ
た
語
と
同
様
に
、
午
前
三
時
を
越
え
た
時
間
帯
を
意
味
し
て

使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
ア
サ
ボ
ラ
ケ
は
原
則
暗
い
時
間
帯
で
あ
り
、
時
と
し
て
薄
暮

の
時
間
帯
も
含
ん
で
い
る
語
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

あ
か
つ
き
月
夜
に
、
い
し
山
よ
り
い
て
給
と
て
、
せ
き

の
あ
な
た
に
て
月
の
い
ら
ぬ
さ
き
に
う
た
ひ
と
つ
と
の

た
ま
ひ
け
れ
は
、
ゆ
き
よ
り

	

383	

相
坂
の
関
ま
て
月
は
て
ら
さ
な
む　

杉
の
む
ら
た
ち
木
く
ら
か
る
ら
ん

と
い
ひ
た
れ
ば

	

384	

続
拾
遺

　
　
　
　

と
も
に
行
月
な
か
り
せ
は
朝
朗　

春
の
や
ま
ち
を
誰
に
問
ま
し
（『
公
任
集
』）

　

こ
の
歌
で
は
、「
あ
か
つ
き
月
夜
」
に
石
山
寺
を
出
発
し
て
、「
せ
き
の
あ
な
た
に
て
」
と
逢
坂

の
関
に
到
る
ま
で
の
時
間
帯
を
「
朝
朗
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
あ
か
つ
き
月
夜
」

は
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
を
言
う
の
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
寺
社
詣
で
で
は
、
午
前
三
時
を
過
ぎ
て

そ
う
遠
く
な
い
時
間
に
寺
社
を
出
立
す
る
こ
と
は
常
識
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
間
帯
を
「
月
は
て
ら

さ
な
む
」「
と
も
に
行
月
な
か
り
せ
は
」
と
詠
ん
で
い
る
か
ら
、
月
が
照
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
午
前
三
時
過
ぎ
と
い
う
時
間
帯
も
、
月
が
照
る
と
い
う
事
象
も
、
そ
の
時
間
帯
が
暗
い
時
間

帯
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
ろ
う
。
こ
こ
で
の
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
用
例
も
暗
い
時
間
帯
、
そ
れ
も
午
前
三

時
を
そ
う
遠
く
離
れ
な
い
時
間
帯
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

お
ほ
つ
に
と
ま
り
た
る
に
、
あ
み
ひ
か
せ
て
見
せ
ん
と

て
、
ま
た
く
ら
き
よ
り
お
り
た
ち
た
る
お
の
こ
と
も
の

あ
は
れ
に
み
え
し
に

	

170	

朝
朗
お
ろ
せ
る
あ
み
の
つ
な
み
れ
は　

く
る
し
け
に
ひ
く
わ
さ
に
あ
り
け
る
（『
赤
染
衛
門

集
Ⅰ
』）

　

こ
の
歌
も
、
時
間
帯
的
に
は
前
歌
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
時
間
帯
、
午
前
三
時
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
具
体
的
に
、「
く
ら
き
よ
り
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
。

ほ
う
り
ん
に
こ
も
り
た
り
し
に
、
あ
か
月
に
し
と
み
を

を
し
あ
く
る
人
の
、
し
か
の
い
と
ち
か
く
も
あ
り
け
る

か
な
と
い
ひ
し
に

	

351	

朝
ほ
ら
け
し
と
み
を
あ
く
と
見
え
つ
る
は
、
か
せ
き
の
ち
か
く
た
て
る
な
り
け
り
（『
赤
染

衛
門
集
Ⅰ
』）

　

こ
の
歌
も
「
あ
か
月
」
を
ア
サ
ボ
ラ
ケ
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
暗
い
ア
サ
ボ
ラ
ケ
で
あ
ろ
う
。

　

徳
原
茂
実
は
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
用
例
を
上
げ
た
後
、「
い
ず
れ
も
夜
の
明
け
は
な
れ
た
こ
ろ
の

眺
望
と
解
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
例
は
い
と
ま
が
な
い
。」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の

実
情
は
以
上
の
よ
う
に
、
全
く
そ
の
逆
で
あ
っ
た
。
他
に
も
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
が
暗
い
時
間
帯
を
示

し
て
い
る
用
例
は
、
そ
れ
こ
そ
枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
状
況
だ
が
、
こ
の
辺
り
で
留
め
て
お
く
。

六

　

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
と
い
う
語
は
少
な
く
と
も
平
安
時
代
を

通
し
て
、
暗
い
時
間
帯
を
指
し
て
使
用
さ
れ
る
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
そ
の
時
間
帯
は
午
前
三
時

以
降
を
指
し
て
い
た
。
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
語
源
が
ア
サ
ビ
ラ
ケ
で
あ
り
、
類
似
の
ア
サ
ケ
と
い
う
語

が
午
前
三
時
以
降
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
る
と
す
る
と
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
自
身
が
午
前
三
時
過
ぎ
の

意
味
で
あ
っ
た
と
推
量
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
シ
タ
（
朝
）
は
午
前
三
時
以
降
を
指
し
て
使
用

さ
れ
る
と
い
う
前
提
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
ア
シ
タ
が
夜
が
明
け
て
、
明
る
く
な
っ
た
時
間
帯
を
指

す
と
い
う
意
見
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
こ
の
論
は
述
べ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

そ
れ
よ
り
何
よ
り
、
石
田
穣
二
の
論
文
以
来
ア
サ
ボ
ラ
ケ
は
、「
明
け
た
、
と
言
へ
る
頃
か
ら

明
け
果
て
る
ま
で
、
朝
と
い
ふ
言
葉
を
使
へ
ば
朝
早
い
頃
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
石
田
の
意
見
は

否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
安
中
期
に
明
る
か
っ
た
ア
サ
ボ
ラ
ケ
が
、
平
安
末
ご
ろ
に
は

暗
く
な
っ
た
と
い
う
徳
原
茂
実
の
意
見
も
同
様
否
定
さ
れ
る
。
平
安
時
代
に
は
、
原
則
ア
サ
ボ
ラ

ケ
は
暗
い
時
間
帯
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
、
語
史
の
視
点
か
ら
見
る
と
き
、
ア
ケ
ボ
ノ
と
ア
サ
ボ
ラ
ケ
の
違
い
は
、
お
そ
ら
く
時
間

帯
を
重
く
見
る
ア
サ
ボ
ラ
ケ
と
視
角
性
が
強
い
ア
ケ
ボ
ノ
と
い
っ
た
違
い
が
あ
っ
た
の
で
は
と
私

に
推
測
を
述
べ
て
お
く
。
実
際
の
時
間
帯
は
そ
れ
ほ
ど
の
差
が
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
意
見
を
述
べ
る
た
め
に
は
ア
ケ
ボ
ノ
の
用
例
の
精
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
、

推
測
を
述
べ
る
に
留
め
る
。
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用
例
を
精
査
し
、
精
密
な
論
を
立
て
る
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
る
石
田
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お

い
て
、
ア
サ
ボ
ラ
ケ
を
明
る
い
時
間
帯
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
っ
た
根
本
は
、
動
詞
の
ア
ク
、

ヨ
ノ
ア
ク
表
現
の
意
味
用
法
を
今こ

ん

日に
ち

と
同
じ
に
と
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

今
日
、
多
く
の
時
間
表
現
の
研
究
で
、
例
え
ば
日
付
変
更
時
点
が
場
合
場
合
で
動
く
と
い
っ
た

解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
弧
例
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
用
例
か
ら
論
を
立
て
る
こ
と
が

行
わ
れ
て
い
た
り
す
る
。
時
間
表
現
の
語
彙
の
使
用
数
は
き
わ
め
て
多
い
と
い
う
実
際
を
無
視
す

る
と
、
弧
例
に
基
づ
い
て
在
ら
ぬ
方
向
に
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
居

る
こ
と
を
述
べ
て
、
本
論
を
閉
じ
た
い
。

注

（
１
）	

有
吉
保
『
百
人
一
首
卯
』（
講
談
社
学
術
文
庫
614　

一
九
八
三
年　

講
談
社
〈
以
下
「
講

談
社
」
と
略
称
〉）

（
２
）	

鈴
木
日
出
男
『
百
人
一
首
』（
ち
く
ま
文
庫　

一
九
九
○
年　

筑
摩
書
房
〈
以
下
「
ち
く

ま
」
と
略
称
〉）

（
３
）	

島
津
忠
夫
『
新
版
百
人
一
首
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫　

一
九
九
九
年　

角
川
学
芸
出
版

〈
以
下
「
角
川
」
と
略
称
〉））

（
４
）	

井
上
宗
雄
『
百
人
一
首
を
楽
し
く
よ
む
』（
二
○
○
三
年　

笠
間
書
院
〈
以
下
「
笠
間
」

と
略
称
〉）

（
５
）	

萩
谷
朴
『
土
佐
日
記
全
評
釈
』（
一
九
六
七
年　

角
川
書
店
）

（
６
）	

石
田
穣
二
「「
あ
け
ぼ
の
」
と
「
朝
ぼ
ら
け
」」（
同
著
『
源
氏
物
語
論
集
』〈
一
九
七
一
年	

桜
楓
社
〉）

（
７
）	

徳
原
茂
実
「
朝
ぼ
ら
け
有
明
の
月
と
見
る
ま
で
に
」（『
武
庫
川
国
文
』
第
二
十
二
号　

一
九
八
三
年　

武
庫
川
女
子
大
国
文
学
会
）

（
９
）	『
源
氏
物
語
』
の
引
例
は
、
石
田
論
文
同
様
『
校
本
源
氏
物
語
』
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、

前
後
分
の
引
用
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
っ
た
。

（
10
）	

拙
稿
「
ア
リ
ア
ケ
と
ア
ケ
グ
レ
」（『
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
17
巻　

二
○
○
○
年　

同
志
社
女
子
大
学
総
合
文
化
研
究
所
）

（
11
）	

拙
論
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

（
12
）	『
三
条
右
大
臣
集
』
以
下
の
私
家
集
の
引
用
は
、『
私
家
集
大
成
』
に
よ
っ
た
。
ま
た
そ
の

名
称
も
、
同
書
に
よ
っ
た
。

（
13
）	

ア
シ
タ
は
午
前
三
時
以
降
で
あ
る
。
ア
サ
と
い
う
語
は
、
ア
シ
タ
が
複
合
語
を
作
ら
な
い

露
出
形
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
複
合
語
を
作
る
再
使
用
さ
れ
る
被
覆
形
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
な
お
、
ア
サ
ケ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
あ
さ
け
（
朝
明
）
考
」（『
日
本
文
化
史

論
』〈
一
九
九
七
年　

世
界
思
想
社
〉
所
収
）
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