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『源氏物語』の「時
ときのそう

奏」を読む─ 23 ─

一
、「
時
奏
」
に
つ
い
て

　

こ
の
と
こ
ろ
、『
源
氏
物
語
』
の
時
間
表
現
に
興
味
を
抱
い
て
研
究
を

続
け
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
、
時
間
表
現
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
「
時

奏
」
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
て
「
時
奏
」
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
ま
ず
『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）

で
調
べ
て
み
る
と
、「
時と
き
の
そ
う奏」

と
し
て
、

宮
中
で
行
わ
れ
た
報
時
の
こ
と
。
令
制
で
は
陰
陽
寮
に
所
属
す
る
漏

刻
博
士
と
守し
ゅ
し
ん
ち
ょ
う

辰
丁
に
よ
っ
て
、一
日
十
二
時
の
各
自
に
そ
の
数（
子
・

『
源
氏
物
語
』
の
「
時と
き
の
そ
う奏」
を
読
む

吉
海
直
人

午
九
ツ
、
丑
・
未
八
ツ
な
ど
）
の
鼓
を
打
ち
、
各
刻
に
そ
の
刻
数
の

鐘
を
鳴
ら
し
た
。
宮
中
で
は
内な
い
じ
ゅ豎
が
分
番
し
て
各
時
各
刻
ご
と
に
時

を
奏
し
た
。
時
奏
の
内
豎
は
午
の
時
を
奏
し
た
者
は
子
の
時
と
い
う

よ
う
に
昼
夜
各
一
時
を
分
担
し
た
（『
延
喜
式
』
雑
式
）。
ま
た
時
奏

を
怠
っ
た
と
き
に
は
厳
し
い
罰
則
が
定
め
ら
れ
て
い
た
（『
侍
中
群

要
』
二
、
日
中
行
事
）。
ま
た
亥
の
一
刻
か
ら
子
の
四
刻
ま
で
は
左

近
衛
夜
行
官
人
が
、
丑
の
一
刻
か
ら
寅
の
四
刻
ま
で
は
右
近
衛
夜
行

官
人
が
時
を
奏
す
と
さ
れ
て
い
る
（
同
書
）。『
枕
草
子
』
時
奏
す
る

に
も
奏
者
が
氏
名
を
名
乗
り
、
時
を
奏
し
、
時と
き
の
く
い杙を

さ
し
た
こ
と
な

ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
中
ご
ろ
か
ら
夜
間
の
時
奏
が
警
衛
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の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に

鎌
倉
時
代
初
期
に
は
蔵
人
が
指
さ
し
は
か
ら
い

計
で
時
を
奏
す
る
こ
と
が
記
録
さ
れ

（『
禁
秘
抄
』
上
）、
こ
の
制
度
に
変
化
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
岡
田
芳
朗
）

と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
関
連
語
と
し
て
、「
時と
き
の
ふ
だ簡

」「
時と
き
の
く
い杙（

杭
）」

「
時
と
き
の
つ
づ
み
鼓
」「
時と
き
の
か
ね鐘」
な
ど
も
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
『
万
葉
集
』
に
は
一

例
の
み
な
が
ら
、

時と
き
も
り守

の
打
ち
鳴
ら
す
鼓
よ
み
見
れ
ば
時
に
は
な
り
ぬ
逢
は
な
く
も
怪

し
（
二
六
四
一
番
）

と
「
時
守
」
が
「
鼓
」
を
打
っ
て
い
る
例
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
『
国
史

大
辞
典
』
に
あ
る
「
守
辰
丁
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
内な
い
じ
ゅ豎

」
は
古

い
時
代
の
も
の
で
、
平
安
時
代
に
は
左
右
の
近
衛
府
が
担
当
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
調
べ
て
き
て
、『
源
氏
物
語
』
に
「
時
奏
」
関
係
語
が
ほ
と

ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
。か
ろ
う
じ
て「
宿
直
奏
」（
三

例
）
と
「
名
対
面
」（
一
例
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ

は
『
源
氏
物
語
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
平
安
朝
の
物
語
文
学
に
は

用
例
が
少
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
は
宮
廷
外
を
恋
物
語
の
主
要
舞

台
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
中
に
あ
っ
て
、『
国
史
大
辞
典
』

に
も
引
用
さ
れ
て
い
た
『
枕
草
子
』
は
、
宮
中
を
主
要
舞
台
と
し
て
い
る

こ
と
も
あ
っ
て
、
自
ず
か
ら
「
時
奏
」
関
係
語
の
使
用
が
多
く
な
っ
て
い

る
。
要
す
る
に
「
時
奏
」
の
資
料
と
し
て
『
枕
草
子
』
は
必
須
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

二
、「
時
奏
」
の
具
体
例

　

と
こ
ろ
で
前
掲
の
『
国
史
大
辞
典
』
の
記
述
は
、
案
外
淡
白
な
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
資
料
不
足
で
不
明
な
と
こ
ろ
が
存
す
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、
橋
本
万
平
氏
の
『
日
本
の
時
刻
制
度
増

補
版
』（
塙
書
房
）
が
、『
国
史
大
辞
典
』
で
も
し
ば
し
ば
参
考
書
と
し
て

引
用
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
次
に
橋
本
万
平
氏
の
著
書（

（
（

に
あ
た
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、「
時
奏
」

の
資
料
と
し
て
、『
大
和
物
語
』・『
大
鏡
』・『
枕
草
子
』
の
例
を
出
し
て

お
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
検
証
か
ら
始
め
て
み
た
い
。

ま
ず
『
大
和
物
語
』
一
六
八
段
に
は
、

深
草
の
帝
と
申
し
け
る
御
時
、
良
少
将
と
い
ふ
人
、
い
み
じ
き
時
に

て
あ
り
け
る
。
い
と
色
好
み
に
な
む
あ
り
け
る
。
し
の
び
て
と
き
ど

き
あ
ひ
け
る
女
、お
な
じ
内
に
あ
り
け
り
。「
今
宵
か
な
ら
ず
あ
は
む
」

と
ち
ぎ
り
た
る
夜
あ
り
け
り
。
女
い
た
う
化
粧
し
て
待
つ
に
、
音
も

せ
ず
。
目
を
さ
ま
し
て
、
夜
や
更
け
ぬ
ら
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
時
申
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す
音
の
し
け
れ
ば
、
聞
く
に
、「
丑
三
つ
」
と
申
し
け
る
を
聞
き
て
、

男
の
も
と
に
、
ふ
と
い
ひ
や
り
け
る
、

人
心
う
し
み
つ
今
は
頼
ま
じ
よ

と
い
ひ
や
り
た
り
け
る
に
、
お
ど
ろ
き
て
、

夢
に
見
ゆ
や
と
ね
ぞ
す
ぎ
に
け
る
。

と
ぞ
つ
け
て
や
り
け
る
。
し
ば
し
と
思
ひ
て
、
う
ち
や
す
み
け
る
ほ

ど
に
、
寝
過
ぎ
に
た
る
に
な
む
あ
り
け
る
。（
新
編
全
集
４
０
３
頁
）

と
あ
り
、「
時
奏
」
の
こ
と
が
「
時
申
す
音
」「
申
し
け
る
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
「
お
な
じ
内
に
あ
り
け
り
」（
４
０
２
頁
）
と
あ
る
の
で
、

宮
中
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
通
っ
て
来
る
と
約
束
し
た
男
（
良
少
将
）
を

待
っ
て
い
た
女
は
、「
丑
三
つ
」（
午
前
二
時
）
の
「
時
奏
」
を
聞
き
、「
丑

三
つ
」に「
憂
し
、（
男
の
つ
れ
な
さ
を
）見
つ
」を
掛
け
て
上
の
句
を
送
っ

た
と
こ
ろ
、
男
か
ら
「
子
ぞ
過
ぎ
」（
子
の
刻
が
過
ぎ
た
に
寝
過
ぎ
た
を

掛
け
る
）
と
洒
落
た
下
の
句
が
送
ら
れ
て
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
「
丑
三
つ
」
は
、
夜
が
更
け
て
も
は
や
男
の
通
っ
て
来
る
時
間
が

過
ぎ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ（

2
（

。

　

な
お
『
大
和
物
語
』
で
は
ま
ず
「
時
申
す
音
」
が
し
た
後
で
、
さ
ら
に

「
丑
三
つ
」
と
申
し
た
の
を
聞
い
た
と
あ
る
。
最
初
の
音
が
鐘
の
音
（
三

刻
は
鐘
三
つ
）
で
、
次
が
右
近
衛
の
官
人
の
声
で
あ
ろ
う
。
音
と
声
の
二

つ
で
「
時
奏
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
『
大
鏡
』（
肝
試
し
）
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

「
子
四
つ
」
と
奏
し
て
、
か
く
仰
せ
ら
れ
議
す
る
ほ
ど
に
、
丑
に
も

な
り
に
け
む
。 

（
新
編
全
集
３
１
９
頁
）

　

こ
こ
に
も
「
時
奏
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
が
、
宮
中
で
の
で
き
ご
と
な

の
で
、「
子
四
つ
」（
午
前
零
時
半
）
と
「
奏
し
」
た
と
あ
る
の
が
「
時
奏
」

で
あ
ろ
う
。そ
の
後
相
談
し
て
い
る
う
ち
に
三
十
分
が
経
過
し
、「
丑
」（
午

前
一
時
）
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
こ
の
肝
試
し
で
は
、
兼

家
の
子
ど
も
の
中
で
の
道
長
の
豪
胆
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

三
つ
目
の
『
枕
草
子
』
か
ら
は
二
例
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
『
枕

草
子
』
二
九
三
段
に
、

例
の
、
夜
い
た
く
更
け
ぬ
れ
ば
、
御
前
な
る
人
々
、
一
人
二
人
づ
つ

失
せ
て
、
御
屏
風
、
御
几
帳
の
う
し
ろ
な
ど
に
、
み
な
隠
れ
臥
し
ぬ

れ
ば
、
た
だ
一
人
、
ね
ぶ
た
き
を
念
じ
て
候
に
、「
丑
四
つ
」
と
奏

す
な
り
。「
明
け
は
べ
り
ぬ
な
り
」
と
ひ
と
り
ご
つ
を
、
大
納
言
殿
、

「
い
ま
さ
ら
に
な
大
殿
籠
り
お
は
し
ま
し
そ
」
と
て
、
寝
べ
き
も
の

と
も
お
ぼ
い
た
ら
ぬ
を
、「
う
た
て
、
何
し
に
さ
申
し
つ
ら
む
」
と

思
へ
ど
、 

（
新
編
全
集
４
４
６
頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
も
「
時
奏
」
と
は
な
い
が
、「
丑
四
つ
」
と
「
奏
す
」
と

あ
る
の
で
、「
時
奏
」
の
例
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
声
に
清
少
納
言

が
反
応
し
て
、「
明
け
は
べ
り
ぬ
」
と
口
に
し
て
い
る
。「
丑
四
つ
」
は
午
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前
二
時
半
で
あ
り
、
日
付
が
変
わ
る
（
寅
に
な
る
）
三
十
分
前
な
の
で
、

「
夜
が
明
け
た
」
と
い
う
完
了
の
意
味
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
「
ぬ
」
は

確
述
の
助
動
詞
で
あ
り
、「
も
う
す
ぐ
午
前
三
時
（
日
付
が
変
わ
る
）
に

な
り
そ
う
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

類
似
し
た
例
が
『
狭
衣
物
語
』
巻
四
に
、

い
と
ど
御
殿
籠
る
べ
く
も
な
け
れ
ば
、「
燕
子
楼
の
中
」
と
独
り
ご

た
せ
た
ま
ひ
つ
つ
、
丑
四
つ
と
申
す
ま
で
も
な
り
に
け
り
。

 

（
新
編
全
集
３
５
７
頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
も
「
丑
四
つ
と
申
す
」
と
あ
る
の
で
、
宮
中
の
「
時
奏
」

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
御
殿
籠
る
べ
く
も
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、

『
枕
草
子
』
と
同
様
、
間
も
な
く
「
寅
」
に
な
る
（
翌
日
に
な
る
）
か
ら

で
あ
ろ
う
。

二
つ
目
の
例
と
し
て
二
七
二
段
が
あ
げ
ら
れ
る
。

時と
き
そ
う奏
す
る
い
み
じ
う
を
か
し
。
い
み
じ
う
寒
き
夜
中
ば
か
り
な
ど
、

こ
ほ
こ
ほ
と
こ
ほ
め
き
、
沓
す
り
来
て
、
弦
打
ち
鳴
ら
し
て
「
何
の

某
。
時
丑
三
つ
、
子
四
つ
」
な
ど
、
は
る
か
な
る
声
に
言
ひ
て
、
時

の
杙く
ひ

さ
す
音
な
ど
、
い
み
じ
う
を
か
し
。「
子
九
つ
、
丑
八
つ
」
な

ど
ぞ
、
里
び
た
る
人
は
言
ふ
。
す
べ
て
、
何
も
何
も
、
た
だ
四
つ
の

み
ぞ
杙
に
は
さ
し
け
る
。 

（
新
編
全
集
４
２
２
頁
）

　

こ
こ
に
は
ち
ゃ
ん
と
「
時
奏
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
「
時
奏
」
に
つ
い
て
頭
注
一
で
は
、

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
な
う
。

と
あ
る
が
、「
寅
の
一
刻
ま
で
」
は
「
寅
の
四
刻
ま
で
」
の
誤
り
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
弦
打
ち
鳴
ら
し
」
と
い
う
の
は
、
滝
口
の
武
士
ら

し
い
所
作
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
に
あ
る
「
時
の
杙
」
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
平
安
朝
文
学
に
お
け
る
用
例
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
、

平
安
時
代
の
宮
中
で「
時
奏
」が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
た
。

三
、「
鼓
」
と
「
鐘
」
に
つ
い
て

　

と
こ
ろ
で
『
枕
草
子
』
二
七
二
段
の
後
半
に
、「
里
び
た
る
人
」
の
言

と
し
て
、「
子
九
つ
、
丑
八
つ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
宮
中
の
「
時
奏
」
と

は
別
に
、
宮
廷
外
で
「
子
（
午
）
九
つ
・
丑
（
未
）
八
つ
・
寅
（
申
）
七

つ
・
卯
（
酉
）
六
つ
・
辰
（
戌
）
五
つ
・
巳
（
亥
）
四
つ
」
と
鼓
の
数
で

時
刻
を
知
ら
せ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い

て
頭
注
九
に
は
、

『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
鼓
で
時
を
報
ず
る
の
に
、
子
午
は
各
九
つ
、
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丑
未
に
は
八
つ
、
寅
申
に
は
七
つ
、
卯
酉
に
は
六
つ
、
辰
戌
に
は
五

つ
、
巳
亥
に
は
四
つ
打
つ
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
子
の
終
り
を

子
九
つ
、
丑
の
終
わ
り
を
丑
八
つ
と
い
っ
た
俗
称
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。 

（
４
２
２
頁
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

二
七
二
段
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
時
奏
」
が
宮
廷
内
と
宮
廷
外
の
二
種

類
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
宮
中
が
三
十
分
単
位
で
行
わ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
宮
廷
外
で
は
二
時
間
単
位
の
よ
う
な
の
で
、
精
度
は
異
な

る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
「
九
つ
・
八
つ
」
と
称
し
た
宮
廷
外
の
「
時
奏
」

の
例
が
こ
れ
以
外
に
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
橋
本
氏
は
『
枕
草

子
』
の
記
述
そ
の
も
の
を
疑
っ
て
お
ら
れ
る（

3
（

。
ま
た
新
編
全
集
の
頭
注
に

は
、

宮
中
に
お
い
て
実
際
に
時
奏
の
声
や
音
を
聞
い
た
作
者
の
感
慨
。
そ

こ
に
は「
里
び
た
る
人
」で
あ
っ
た
時
と
は
異
な
る
発
見
も
あ
っ
た
。

 

（
４
２
３
頁
）

と
、
あ
り
、「
里
び
た
る
人
」
を
か
つ
て
の
作
者
自
身
と
見
て
い
る
。

　

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
鼓
と
鐘
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て
『
枕
草
子
』
一
五
五
段
に
は
、

時と
き
づ
か
さ司な

ど
は
、
た
だ
か
た
は
ら
に
て
、
鼓（

4
（

の
音
も
例
の
に
は
似
ず
ぞ

聞
ゆ
る
を
ゆ
か
し
が
り
て
、
若
き
人
々
二
十
人
ば
か
り
そ
な
た
に
行

き
て
、
階
よ
り
高
き
屋
に
の
ぼ
り
た
る
を
、 

（
２
８
３
頁
）

と
陰
陽
寮
の
「
時
司
」
が
鼓
を
打
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（「
時

司
」
は
前
の
「
時
守
」
と
同
義
語
で
あ
ろ
う
）。
こ
の
「
鼓
」
の
音
は
、

当
然
宮
廷
外
に
も
聞
こ
え
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
近
衛
の
「
時
奏
」

は
、宮
中
で
し
か
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
。と
す
れ
ば
こ
の
陰
陽
寮
の「
鼓
」

が
、「
里
び
た
る
人
」
の
聞
い
た
も
の
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

　

そ
れ
と
は
別
に
『
万
葉
集
』
に
は
、

皆
人
を
寝
よ
と
の
鐘
は
打
つ
な
れ
ど
君
を
し
思
へ
ば
寝
ね
か
て
ぬ
か

も
（
六
一
〇
番
）

と
い
う
歌
に
「
寝
よ
と
の
鐘
」
が
出
て
い
る
。
こ
の
歌
は
大
伴
家
持
の
訪

れ
を
待
つ
笠
女
郎
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
就
寝
を
告
げ
る
鐘
は
亥
の
刻

（
午
後
九
時
）
と
注
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
が
鼓
で
は
な
く
「
鐘
」
だ
と
す
る
と
、
宮
廷
の
「
時
奏
」

で
は
な
く
宮
廷
外
の
寺
院
の
初
夜
の
鐘
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
な

ら
初
夜
は
午
後
七
時
（
戌
の
刻
）
の
こ
と
と
な
る
。
奈
良
時
代
は
不
定
時

法
な
の
で
揺
れ
も
あ
る
が
、当
時
は
か
な
り
早
く
寝
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、「
鐘
の
音
」
は
『
後
拾
遺
集
』
小
一
条
院
の
、

暁
の
鐘
の
声
こ
そ
聞
こ
ゆ
な
れ
こ
れ
を
入い
り
あ
ひ相

と
思
は
ま
し
か
ば

（
九
一
八
番
）

を
は
じ
め
と
し
て
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
が
、「
鼓
の
音
」
は
ほ
と
ん
ど
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歌
に
詠
ま
れ
て
い
な
い
（
多
く
は
音
楽
用
で
あ
る
）。
そ
の
た
め
資
料
不

足
で
解
釈
が
決
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
外
に
、『
大
斎
院
御
集
』
一
六
九
番
の
詞
書
に
「
と
ら
の
と
き

ま
で
お
き
て
み
る
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
一
七
一
番
に
、

ま
こ
と
に
と
ら
の
か
ひ
ふ
く
ほ
ど
に
、
お
前
に
ま
い
り
て
、
か

か
る
事
な
ん
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
と
聞
こ
え
さ
す
れ
ば
、
明
け
方
に

な
り
ぬ
る
か
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、

や
す
ら
ひ
て
見
る
ほ
ど
も
な
き
五
月
夜
を
な
に
を
あ
か
す
と
た
た
く

く
ひ
な
ぞ
（
一
七
一
番
）

と
「
と
ら
の
か
ひ
ふ
く
」
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
「
寅
の
貝
吹
く
」
で
あ

ろ
う
か
ら
、「
鼓
」
や
「
鐘
」
以
外
に
「
法
螺
貝
」
の
よ
う
な
も
の
を
吹

い
て
、
時
を
告
げ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
斎
院
も
特
別
な
場
所
な
の
で
、

「
時
奏
」
に
準
じ
る
例
と
見
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
天
禄
二
年
六
月
に
は
、

初
夜
行
な
ふ
と
て
、
法
師
ば
ら
そ
そ
け
ば
、
戸
お
し
開
け
て
念
誦
す

る
ほ
ど
に
、時
は
山
寺
わ
ざ
の
、貝
四
つ
吹
く
ほ
ど
に
な
り
に
た
り
。

 

（
新
編
全
集
２
２
９
頁
）

と
あ
っ
て
、「
貝
四
つ
」
が
吹
か
れ
て
い
る
。「
時
は
山
寺
わ
ざ
の
」
と
あ

る
の
は
、「
鼓
」
で
も
「
鐘
」
で
も
な
く
「
法
螺
貝
」
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
「
貝
四
つ
」
は
四
刻
と
い
う
の
で
は
な
く
、
亥
の
刻
（
午
後
九
時
）

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
『
枕
草
子
』
二
七
二
段
の
記
述
に
合
致
す

る
例
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　

も
う
一
例
、『
千
載
集
』
に
は
、

山
寺
に
詣
で
た
り
け
る
時
、
貝
吹
き
け
る
を
聞
き
て
詠
め
る　

赤
染
衛
門

今
日
も
ま
た
午
の
貝
こ
そ
吹
き
つ
な
れ
羊
の
歩
み
近
付
き
ぬ
ら
ん

（
一
二
〇
〇
番
）

と
い
う
俳
諧
歌
が
あ
る
（『
発
心
集
』
に
も
所
収
）。
干
支
で
午
の
次
は
未

な
の
で
、
羊
の
歩
み
（
死
が
）
が
近
付
い
た
と
洒
落
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

わ
ず
か
な
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
に
よ
っ
て
山
寺
で
は
鐘
以
外
に
法

螺
貝
を
吹
い
て
時
刻（
修
業
の
時
間
）を
知
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
、「
時と
き
の
ふ
だ簡」
と
「
時と
き
の
く
い杙」
に
つ
い
て

　

次
に
『
枕
草
子
』
二
七
二
段
の
後
半
に
「
時
の
杙
さ
す
」
と
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
頭
注
八
に
は
、

清
涼
殿
の
殿
上
の
小
庭
に
時
の
簡ふ
だ

が
あ
り
、
一
昼
夜
十
二
時
四
刻
ご

と
に
時
の
杭
と
称
す
る
木
釘
を
さ
す
と
い
う
。 

（
４
２
２
頁
）

と
い
う
説
明
が
あ
る
。「
時
の
杙
」
に
つ
い
て
『
国
史
大
辞
典
』
を
調
べ

て
み
る
と
、
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平
安
時
代
に
宮
中
で
時
を
知
ら
す
た
め
に
用
い
た
杙
。
時
杭
と
も
書

く
。
宮
中
の
清
涼
殿
の
殿
上
の
間
の
小
庭
に
立
て
た
時
簡
に
差
し
込

ん
だ
も
の
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
時
奏
す
る
に
「
何
の
な
に
が
し
、

時
丑
三
つ
、
子
四
つ
な
ど
、
は
る
か
な
る
声
に
い
ひ
て
、
時
の
杙
さ

す
音
な
ど
、い
み
じ
う
を
か
し
。〈
中
略
〉す
べ
て
、な
に
も
な
に
も
、

た
だ
四
つ
の
み
ぞ
、
杭
に
は
さ
し
け
る
」
と
あ
り
、
ま
た
『
讃
岐
典

侍
日
記
』
滝
口
の
名
た
い
め
む
に
「
時
の
ふ
だ
に
く
ひ
さ
す
音
す
」

と
あ
る
よ
う
に
、
時
奏
の
際
一
刻
ご
と
に
時
簡
に
差
し
込
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
形
状
は
は
ら
か
で
な
い
が
、『
三
代
実
録
』
に
は
、

貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
十
月
七
日
条
を
は
じ
め
と
し
て
、
鳥
が
く

わ
え
抜
き
去
っ
た
記
事
が
散
見
し
て
お
り
、
ま
た
『
左
経
記
』
寛
仁

元
年（
一
〇
一
七
）十
一
月
十
九
日
に
は
時
杭
二
枚
以
上
が
狐
に
よ
っ

て
抜
き
去
ら
れ
た
と
記
し
て
い
る（

5
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
時
杙
二
枚
以

上
が
狐
に
よ
っ
て
抜
き
取
ら
れ
た
と
記
し
て
い
る
。こ
れ
に
よ
っ
て
、

時
杙
が
複
数
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
と
、
軽
量
で
薄
い
板
状
に
近
い
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。（
岡
田
芳
朗
）

と
出
て
い
た
。
ま
た
「
時
の
簡
」
に
つ
い
て
は
、

平
安
時
代
に
宮
中
で
時
を
知
ら
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
簡
の
こ

と
。
清
涼
殿
の
殿
上
の
間
の
小
庭
に
立
て
て
、
時
杙
を
差
し
て
時
刻

を
知
ら
せ
た
。『
枕
草
子
』
時
奏
す
る
や
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
滝
口

の
名
た
い
め
む
に
よ
っ
て
、
時
杙
を
差
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の

際
音
を
た
て
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
不
明
で
あ
る
。

（
岡
田
芳
朗
）

と
説
明
し
て
あ
る
。「
時
奏
」
関
係
用
語
は
す
べ
て
岡
田
芳
朗
氏
が
担
当

さ
れ
て
い
る
よ
う
だ（

6
（

。

　

こ
れ
も
詳
細
は
未
詳
の
よ
う
だ
が
、
橋
本
万
平
氏
は
具
体
例
と
し
て
、

『
枕
草
子
』
以
外
に
『
讃
岐
典
侍
日
記
』・『
新
六
帖
』・『
弁
内
侍
日
記
』・

『
左
経
記
』
の
例
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
時
代
は
や
や
下
る
が
、『
讃
岐

典
侍
日
記
』
に
は
鳥
羽
天
皇
の
側
に
召
さ
れ
た
長
子
が
、
か
つ
て
の
堀
河

天
皇
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
場
面
に
、

滝
口
の
名
対
面
、
御
湯
殿
の
は
さ
ま
、
殿
上
の
口
に
て
申
す
声
ぞ
聞

こ
ゆ
る
ほ
ど
、
お
ぼ
え
ざ
り
し
か
ど
な
ど
、
耳
に
立
ち
て
聞
こ
ゆ
。

左
の
府
生
、
時
奏
し
て
「
尋
ぬ
べ
し
。
心
み
ね
ば
」
と
い
ひ
て
、
時

の
簡
に
杙
さ
す
音
す
。 

（
新
編
全
集
４
５
６
頁
）

と
記
し
て
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
時
奏
」
を
「
滝
口
の
名
対
面
」
と
し
て
い

る
。
頭
注
十
八
を
見
る
と
、

近
衛
府
の
役
人
が
、
警
護
の
た
め
に
夜
回
り
を
し
て
、
時
刻
を
告
げ

る
こ
と
。
左
近
衛
府
が
亥
の
一
刻
（
午
後
九
時
）
か
ら
子
の
四
刻
（
午

前
一
時
）
ま
で
、
右
近
衛
府
が
丑
の
一
刻
（
午
前
一
時
）
か
ら
寅
の

四
刻
（
午
前
五
時
）
ま
で
を
受
け
持
っ
た
。
時
を
奏
す
る
ご
と
に
、



國學院雑誌　第 121 巻第５号（2020年） ─ 30 ─

殿
上
の
間
の
南
の
小
庭
に
あ
る
時
簡
に
杭
を
さ
す
。（
４
５
７
頁
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
肝
心
の
滝
口
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。

　

続
く
『
新
六
帖
』
は
『
新
撰
六
帖
』
の
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
そ
こ
に
藤

原
信
実
の
、

う
し
の
く
ゐ
さ
す
が
に
月
の
か
げ
出
て
心
す
む
夜
の
時
の
ふ
だ
か
な

と
い
う
歌
が
出
て
い
る
。
こ
の
歌
に
は
「
う
し
の
く
ゐ
」
と
「
時
の
ふ
だ
」

が
読
み
込
ま
れ
て
お
り
、
資
料
的
価
値
は
高
い
（「
さ
す
」
は
掛
詞
）。
最

後
の
『
弁
内
侍
日
記
』
に
は
、

「
夜
は
更
け
ぬ
る
か
、
丑
の
杙
の
程
か
」
と
問
は
せ
給
ふ
を
、
誰
も

何
と
も
申
さ
ざ
り
し
を
、
少
納
言
、「
心
の
う
ち
に
御
返
し
定
め
て

あ
り
つ
ら
ん
、
い
か
が
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
弁
内
侍
、

う
た
た
ね
に
ね
や
す
ぎ
な
ま
し
さ
夜
中
の
丑
の
く
ひ
と
も
さ
し

て
知
ら
ず
は 

（
新
編
全
集
１
６
５
頁
）

と
あ
っ
て
、
前
出
の
『
大
和
物
語
』
と
同
様
の
言
語
遊
戯
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
「
さ
す
」
の
掛
詞
は
、『
新
撰
六
帖
』
と
も
共
通
し
て
い
る
。「
時
の

杙
」
が
「
丑
の
杙
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
具
体
的
な
時
刻
を
示
す
た
め

で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、「
夜
は
更
け
ぬ
る
か
、
丑
の
杙
の
程
か
」「
さ
夜
中
の
丑
の
く
ひ
」

と
あ
る
点
、
小
林
賢
章
氏
に
よ
れ
ば
、

「
さ
夜
更
け
て
」
は
、「
丑
の
杭
刺
す
」
や
「
丑
二
つ
」、「
丑
三
つ
」

の
時
間
と
共
起
し
て
い
た
。 

（
２
１
０
頁
）

と
の
こ
と
で
あ
る（

7
（

。
ま
た
「
さ
夜
更
け
て
」
と
「
夜
更
け
」・「
さ
夜
中
」

は
同
時
間
帯
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
前
述
の
『
枕
草
子
』
二
九
三
段

の
「
夜
い
た
く
更
け
ぬ
れ
ば
」
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

五
、「
名
対
面
」・「
宿と
の
い
も
う
し

直
奏
」
に
つ
い
て

　

前
の
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
あ
っ
た
「
滝
口
の
名
対
面
」
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。「
名
対
面
」
に
つ
い
て
は
、『
枕
草

子
』
五
四
段
に
「
殿
上
の
名
対
面
こ
そ
な
ほ
を
か
し
け
れ
。」（
１
１
１
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、

果
て
ぬ
な
り
と
聞
く
ほ
ど
に
、
滝
口
の
弓
鳴
ら
し
、
沓
の
音
し
そ
め

き
出
づ
る
と
、
蔵
人
の
い
み
じ
く
高
く
踏
み
こ
ほ
め
か
し
て
、
丑
寅

の
隅
の
高
欄
に
高
膝
ま
づ
き
と
い
ふ
ゐ
ず
ま
ひ
に
、
御
前
の
方
に
向

ひ
て
、う
し
ろ
ざ
ま
に
、「
誰
々
か
侍
る
」と
問
ふ
こ
そ
を
か
し
け
れ
。

高
く
ほ
そ
く
名
の
り
、
ま
た
、
人
々
候
は
ね
ば
、
名
対
面
つ
か
う
ま

つ
ら
ぬ
よ
し
奏
す
る
も
、「
い
か
に
」
と
問
へ
ば
、
さ
は
る
事
ど
も

奏
す
る
に
、 

（
１
１
１
頁
）

と
、
そ
の
次
第
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
か
な
り
騒
々
し
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い
儀
式
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
も
「
名
対
面
」
が
一
例
だ
け
認
め
ら
れ
る
（
御
法
巻

の
例
（
５
０
０
頁
）
は
時
奏
で
は
な
い
）。
そ
れ
は
夕
顔
巻
の
、

名
対
面
は
過
ぎ
ぬ
ら
ん
。
滝
口
の
宿
直
奏
こ
そ
、
と
推
し
は
か
り
た

ま
ふ
は
、
ま
だ
い
た
う
更
け
ぬ
に
こ
そ
は
、 （
新
編
全
集
１
６
６
頁
）

で
あ
る
。
こ
こ
は
六
条
某
院
で
夕
顔
が
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
た
場
面
で

あ
る
。
そ
こ
に
「
滝
口
の
宿
直
奏
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
頭
注
三

に
は
、滝

口
の
武
士
が
点
呼
を
受
け
て
名
の
る
こ
と
。
官
人
の
名
対
面
の
後

に
行
わ
れ
る
の
で
、
九
時
半
す
ぎ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
先
の
『
枕
草
子
』
五
四
段
を
参
考
に
す
る
と
、
ま
ず

近
衛
の
官
人
の
宿
直
奏
が
あ
り
、
そ
の
後
で
滝
口
の
武
士
の
「
名
対
面
」

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
（
二
重
構
造
）。

　

そ
も
そ
も
源
氏
が
「
名
対
面
」
を
連
想
し
た
の
は
、

こ
の
か
う
申
す
者
は
、
滝
口
な
り
け
れ
ば
、
弓
弦
い
と
つ
き
づ
き
し

く
う
ち
鳴
ら
し
て
、「
火
危
し
」
と
言
ふ
言
ふ
、
預
り
が
曹
司
の
方

に
去
ぬ
な
り
。 

（
夕
顔
巻
１
６
３
頁
）

と
、
滝
口
の
武
士
の
「
鳴
弦
」
を
耳
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
枕

草
子
』
五
四
段
の
「
滝
口
の
弓
鳴
ら
し
」
や
二
七
二
段
の
「
弦
打
ち
鳴
ら

し
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

二
つ
目
の
「
宿
直
奏
」
に
つ
い
て
は
桐
壺
巻
に
、

右
近
の
司
の
宿
直
奏
の
声
聞
こ
ゆ
る
は
、丑
に
な
り
ぬ
る
な
る
べ
し
。

 

（
桐
壺
巻
36
頁
）

と
あ
る
。
こ
こ
に
「
右
近
の
司
」
と
あ
る
こ
と
で
、「
丑
」
に
な
っ
て
い

る
（
午
前
一
時
を
過
ぎ
た
）
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
「
宿
直
奏
」
の

中
に
「
右
近
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
三
つ
目

は
賢
木
巻
に
、

ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
く
に
や
と
お
ぼ
ゆ
る
に
、
た
だ
こ
こ
に
し
も
、

「
宿と
の
ゐ
ま
う
し

直
奏
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
声
づ
く
る
な
り
。
ま
た
こ
の
わ
た
り
に
隠

ろ
へ
た
る
近
衛
官
ぞ
あ
る
べ
き
、
腹
ぎ
た
な
き
か
た
へ
の
教
へ
お
こ

す
る
ぞ
か
し
、
と
大
将
は
聞
き
た
ま
ふ
。
を
か
し
き
も
の
か
ら
わ
づ

ら
は
し
。
こ
こ
か
し
こ
尋
ね
歩
き
て
、「
寅
一
つ
」
と
申
す
な
り
。

女
君
、心

か
ら
か
た
が
た
袖
を
ぬ
ら
す
か
な
あ
く
と
を
し
ふ
る
声
に
つ

け
て
も

と
の
た
ま
ふ
さ
ま
、
は
か
な
だ
ち
て
い
と
を
か
し
。

嘆
き
つ
つ
わ
が
よ
は
か
く
て
過
ぐ
せ
と
や
胸
の
あ
く
べ
き
時
ぞ

と
も
な
く

静
心
な
く
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。
夜
深
き
暁
月
夜
の
え
も
い
は
ず
霧
り

わ
た
れ
る
に
、
い
と
い
た
う
や
つ
れ
て
ふ
る
ま
ひ
な
し
た
ま
へ
る
し
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も
、
似
る
も
の
な
き
御
あ
り
さ
ま
に
て
、 

（
賢
木
巻
１
０
５
頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
源
氏
と
朧
月
夜
が
弘
徽
殿
で
密
会
し
て
い
る
場
面
で
あ

る
。「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
く
に
や
」
の
後
に
、
宿
直
奏
が
「
寅
一
つ
」（
午

前
三
時
）
と
「
時
奏
」
し
て
い
る
。
そ
の
「
寅
一
つ
」
と
い
う
声
を
聞
い

て
、
明
け
た
（
日
付
変
更
時
点
を
越
え
た
）
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
自
ず
か
ら
後
朝
の
別
れ
の
時
間
が
来
た
こ
と
も
告
げ
て
い
る
。
そ

れ
が「
夜
深
き
暁
月
夜
」の
時
間
帯
で
あ
っ
た（
こ
の
月
は「
有
明
の
月
」）。

　

そ
の
声
を
聞
い
た
朧
月
夜
は
、
即
座
に
「
あ
く
（
明
く
・
飽
く
）
と
を

し
ふ
る
」
と
し
や
れ
た
和
歌
を
詠
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
源
氏
は
、

「
明
く
」
を
「
胸
が
開
く
」
に
変
え
て
歌
を
返
し
、
立
ち
去
っ
て
い
る
。

こ
こ
は
宮
中
で
の
密
会
な
の
で
、
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
「
寅
一
つ
」
か
ら
展
開
し
た
「
後
朝
の
別
れ
」

で
あ
っ
た
。

六
、
時
刻
の
例
（
亥
・
子
）

　

以
上
が
平
安
朝
文
学
に
描
か
れ
た
「
時
奏
」
の
具
体
例
で
あ
る
。
最
後

に
実
際
の
時
刻
が
出
て
い
る
例
を
あ
げ
て
み
た
い（

8
（

。
た
だ
し
物
語
に
お
い

て
重
要
な
の
は
夜
か
ら
暁
に
か
け
て
で
あ
る
か
ら
、「
亥
・
子
・
丑
・
寅
」

を
対
象
と
す
る
。
ま
ず
「
亥
」
で
あ
る
が
、「
時
奏
」
の
例
と
し
て
『
う

つ
ほ
物
語
』
国
譲
下
巻
が
見
つ
か
っ
た
。

亥
四
つ
と
申
す
に
、
時
な
り
ぬ
と
て
騒
ぐ
に
、「
静
心
な
く
い
へ
ば
。

さ
は
と
く
参
り
た
ま
へ
。
宮
に
か
く
聞
こ
え
こ
し
ら
へ
た
ま
へ
」
と

て
出
で
た
ま
ふ
に
、 

（
４
０
２
頁
）

　

こ
れ
は
嵯
峨
の
院
大
后
の
も
と
を
今
上
帝
が
行
幸
さ
れ
た
折
の
描
写
で

あ
る
。「
亥
四
つ
と
申
す
」
と
あ
る
の
で
「
時
奏
」
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

そ
れ
を
合
図
に
帝
は
お
帰
り
に
な
っ
て
い
る
。
下
っ
て
『
弁
内
侍
日
記
』

に
は
、権

大
納
言
、
夜
番
に
参
り
て
、
萩
の
戸
に
て
御
遊
侍
り
し
に
、「
只

今
は
何
の
時
ぞ
」
と
御
尋
ね
あ
れ
ば
、「
起
き
て
ゐ
の
時
」
と
申
し

給
へ
ど
、
夜
の
御
殿
に
は
内
侍
も
寝
な
ん
と
せ
し
か
ば
、「
亥
よ
り

は
更
け
ぬ
ら
む
」
と
て
、
弁
内
侍
、

只
今
は
起
き
て
ゐ
ぞ
と
は
言
ふ
め
れ
ど
衣
か
た
し
き
誰
も
ね
な

な
ん 

（
１
８
１
頁
）

と
出
て
い
る
。
こ
れ
は
「
亥
」
を
「
起
き
て
居
る
」、「
子
」
を
「
寝
る
」

に
掛
け
た
言
葉
遊
び
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
概
し
て
「
亥
」
の

例
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に
「
子
」
だ
が
、
こ
れ
は
前
の
『
枕
草
子
』
二
七
二
段
に
「
子
四
つ
」

「
子
九
つ
」
と
あ
っ
た
。
ま
た
『
大
鏡
』
に
も
「
子
四
つ
」
と
出
て
い
た
。

そ
れ
に
前
の
『
弁
内
侍
日
記
』
の
「
子
」
も
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
以
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外
に
「
子
」
は
『
竹
取
物
語
』
に
、

か
か
る
ほ
ど
に
、
宵
う
ち
す
ぎ
て
、
子
の
時
ば
か
り
に
、
家
の
あ
た

り
、
昼
の
明
さ
に
も
過
ぎ
て
、
光
り
た
り
。 

（
新
編
全
集
70
頁
）

と
見
え
て
い
る
。
ま
た
『
伊
勢
物
語
』
六
九
段
「
伊
勢
斎
宮
譚
」
に
も
、

女
、
人
を
し
づ
め
て
、
子
一
つ
ば
か
り
に
、
男
の
も
と
に
来
り
け
り
。

男
は
た
、寝
ら
れ
ざ
り
け
れ
ば
、外
の
方
を
見
い
だ
し
て
ふ
せ
る
に
、

月
の
お
ぼ
ろ
な
る
に
、小
さ
き
童
を
さ
き
に
立
て
て
人
立
て
り
。男
、

い
と
う
れ
し
く
て
、
わ
が
寝
る
所
に
率
て
入
り
て
、
子
一
つ
よ
り
丑

三
つ
ま
で
あ
る
に
、
ま
だ
何
ご
と
も
語
ら
は
ぬ
に
か
へ
り
け
り
。

 
（
新
編
全
集
１
７
２
頁
）

と
あ
っ
て
、「
子
一
つ
よ
り
丑
三
つ
ま
で
」、
つ
ま
り
午
後
十
一
時
か
ら
午

前
二
時
半
ま
で
逢
瀬
を
重
ね
て
い
る
（
密
会
）。
こ
れ
だ
け
の
時
間
が
あ

る
の
だ
か
ら
、
物
足
り
な
さ
は
あ
っ
て
も
「
ま
だ
何
ご
と
も
語
ら
は
ぬ
に
」

で
は
あ
る
ま
い
。

と
い
う
の
も
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
に
、

夕
つ
方
出
で
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
、
亥
子
の
刻
に
お
は
し
ま
し
着
き

な
む
。
さ
て
暁
に
こ
そ
は
帰
ら
せ
た
ま
は
め
。 

（
１
１
７
頁
）

と
あ
っ
て
、
匂
宮
は
「
亥
・
子
」
か
ら
暁
（
寅
）
ま
で
浮
舟
に
逢
う
算
段

に
な
っ
て
お
り
、
逢
瀬
と
し
て
は
こ
れ
で
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し

『
伊
勢
物
語
』
は
伊
勢
斎
宮
の
居
所
が
舞
台
で
あ
り
、
宮
中
の
よ
う
な
「
時

奏
」
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
、
こ
こ
に
は
京
都
の
視
点

が
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
伊
勢
斎

宮
独
自
の
「
時
奏
」
が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
と
は
別
に
『
源
氏
物
語
』
梅
枝
巻
に
は
、
明
石
姫
君
の
裳
着
が
盛

大
に
行
わ
れ
る
中
に
、
時
刻
表
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
か
く
て
、

西
の
殿
に
戌
の
刻
に
渡
り
た
ま
ふ
」（
４
１
２
頁
）
か
ら
始
ま
り
、「
子
の

刻
に
御
裳
奉
る
」（
４
１
３
頁
）と
儀
式
次
第
に
沿
っ
て
挙
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
儀
式
に
は
時
間
表
記
が
付
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
（
有
職
故

実
）。た
だ
し
場
所
は
六
条
院
な
の
で
、や
は
り「
時
奏
」の
例
と
は
異
な
っ

て
い
る
。七

、
時
刻
の
例
（
丑
・
寅
）

　

そ
れ
に
対
し
て
「
丑
」
の
例
は
多
い
。
前
に
「
丑
三
つ
」（『
大
和
物
語
』・

『
枕
草
子
』）・「
丑
四
つ
」（『
枕
草
子
』・『
狭
衣
物
語
』）・「
丑
八
つ
」（『
枕

草
子
』）、『
新
撰
六
帖
』
に
「
う
し
の
く
ゐ
」、『
弁
内
侍
日
記
』
に
「
丑

の
杙
」
と
あ
っ
た
し
、『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
や
『
大
鏡
』
に
も
「
丑
」

と
出
て
い
た
。
さ
ら
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
も
、

・
こ
の
丑
三
つ
は
、
嫗
、
夢
に
見
た
て
ま
つ
り
た
り
。（
俊
蔭
巻
68
頁
）

・ 「
丑
二
つ
」
と
申
せ
ば
、「
夜
更
け
に
け
り
。
し
ば
し
う
ち
休
み
て
こ
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そ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
入
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。（
蔵
開
中
巻
４
５
４
頁
）

・ 
ま
だ
大
殿
籠
ら
ぬ
に
、
丑
二
つ
、
と
申
す
に
、
女
御
下
り
た
ま
ひ
な

む
と
す
れ
ば
、 

（
国
譲
下
巻
３
５
１
頁
）

と
三
例
出
て
い
る
。
最
初
の
例
は
、
俊
蔭
女
が
仲
忠
を
俊
蔭
邸
で
出
産
し

て
い
る
も
の
な
の
で
、「
丑
三
つ
」
は
宮
中
の
「
時
奏
」
で
は
な
く
、
推

定
時
刻
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
の
二
つ
に
は
「
丑
二
つ
と
申
す
」
と
あ

る
の
で
、
宮
中
に
お
け
る
「
時
奏
」
の
例
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
『
枕
草
子
』
一
三
〇
段
に
は
、

「
丑
に
な
り
な
ば
あ
し
か
り
な
む
」
と
て
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
ぬ
。

 

（
２
４
４
頁
）

と
あ
っ
て
、
行
成
は
丑
一
つ
の
「
時
奏
」
を
聞
く
前
に
清
少
納
言
の
局
を

去
っ
て
い
る
。
ま
た
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、

御
物
忌
な
れ
ば
、
御
社
よ
り
、
丑
の
刻
に
ぞ
帰
り
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、

御
神
楽
な
ど
も
さ
ま
ば
か
り
な
り
け
り
。 

（
新
編
全
集
１
８
４
頁
）

と
あ
っ
て
、
賀
茂
神
社
か
ら
丑
の
刻
に
宮
中
に
帰
参
し
て
い
る
。
こ
れ
も

帰
着
が
宮
中
な
の
で
、「
時
奏
」
の
例
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

同
様
に
『
栄
花
物
語
』
殿
上
の
花
見
巻
に
も
「
時
奏
」
ら
し
き
例
が
あ
っ

た
。

丑
の
時
ば
か
り
に
、
御
船
よ
り
お
り
さ
せ
た
ま
ひ
て
上
ら
せ
た
ま
へ

ば
、
都
に
は
暁
方
に
お
は
し
ま
し
着
か
せ
た
ま
へ
ば
、

 

（
新
編
全
集
２
１
４
頁
）

　

こ
れ
は
都
に
暁
方
（
午
前
三
時
過
ぎ
）
に
都
に
到
着
す
る
た
め
に
、
時

間
を
逆
算
し
て
「
丑
の
時
」（
午
前
一
時
～
三
時
）
に
乗
っ
て
き
た
船
を

下
り
て
い
る
例
で
あ
る
。「
寅
」
の
前
に
あ
た
る
「
丑
」
は
、
他
の
時
刻

よ
り
も
用
例
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

最
後
の
「
寅
」
に
つ
い
て
も
用
例
は
少
な
く
な
い
。『
大
斎
院
御
集
』

に
「
と
ら
の
か
ひ
ふ
く
」
と
あ
っ
た
し
、『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
に
も
「
寅

一
つ
」
と
あ
っ
た
。
そ
の
他
、『
栄
花
物
語
』
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
巻

に
は
、
皇
子
誕
生
場
面
に
、

五
月
の
つ
ご
も
り
よ
り
御
気
色
あ
り
て
、
そ
の
月
を
立
て
て
六
月
一

日
寅
の
時
に
、
え
も
い
は
ぬ
男
御
子
平
ら
か
に
、
い
さ
さ
か
悩
ま
せ

た
ま
ふ
ほ
ど
も
な
く
生
ま
れ
さ
せ
た
ま
へ
り
。 

（
１
０
３
頁
）

と
、
円
融
天
皇
の
第
一
皇
子
・
懐
仁
親
王
が
誕
生
し
て
い
る
。
そ
れ
は
日

付
が
一
日
に
変
っ
た
ば
か
り
の
「
寅
の
刻
」
で
あ
っ
た
。
概
し
て
皇
子
誕

生
に
は
時
刻
表
記
が
伴
う
よ
う
で
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
も
、

・ 

か
か
る
ほ
ど
に
、
寅
の
時
ば
か
り
に
生
ま
れ
た
ま
ひ
て
、
声
高
に
泣

き
た
ま
ふ
。 

（
蔵
開
上
巻
３
３
６
頁
）

・ 

寅
の
時
ば
か
り
に
、
い
か
い
か
と
泣
く
。
驚
き
て
、
女
御
探
り
た
ま

へ
ば
、
後
の
も
の
平
ら
か
な
り
。 

（
国
譲
下
巻
３
８
０
頁
）

な
ど
の
例
が
見
ら
れ
る
。
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こ
の
「
寅
の
刻
」
は
出
立
の
時
間
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
、『
蜻
蛉
日
記
』

天
禄
元
年
六
月
条
に
は
、

寅
の
時
ば
か
り
に
出
で
立
つ
に
、
月
い
と
明
し
。 

（
１
９
３
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
落
窪
物
語
』
で
も
権
帥
一
行
は
、

夜
更
け
て
な
む
、
母
北
の
方
帰
り
け
る
。
寅
の
刻
に
皆
下
り
ぬ
。
車

十
余
な
む
あ
り
け
る
。 

（
新
編
全
集
３
３
７
頁
）

と
あ
っ
て
、「
寅
の
刻
」
に
大
宰
府
に
向
け
て
都
を
出
立
し
て
い
る
。
こ

の
「
夜
更
け
て
」
も
「
丑
の
刻
」
に
相
当
す
る
と
見
ら
れ
る
。

　

も
う
一
例
『
栄
花
物
語
』
は
つ
は
な
巻
に
は
、

行
幸
は
寅
の
時
と
あ
れ
ば
、夜
よ
り
や
す
く
も
あ
ら
ず
化
粧
じ
騒
ぐ
。

 
（
４
１
３
頁
）

と
あ
る
。
行
幸
が
午
前
三
時
と
い
う
こ
と
で
、
昨
夜
の
う
ち
か
ら
騒
い
で

仕
度
を
し
て
い
た
。
こ
れ
も
行
幸
な
の
で
「
時
奏
」
を
意
識
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。

ま
と
め

　

以
上
の
よ
う
に
、「
時
奏
」
に
よ
る
時
刻
は
、
平
安
時
代
の
物
語
に
は

わ
ず
か
し
か
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
橋
本
万
平
氏

も
苦
労
し
て
用
例
を
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
必

ず
し
も
宮
中
が
物
語
の
主
要
舞
台
と
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宮

中
以
外
で
は
「
時
奏
」
は
聞
こ
え
な
い
の
だ
か
ら
、
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

物
語
は
物
語
展
開
に
必
要
な
時
に
、「
時
奏
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
と
い
え
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、「
時
奏
」
や
時
刻
に
つ
い
て
の
知
識
を

有
す
る
こ
と
で
、
物
語
の
読
み
が
深
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な

く
と
も
「
時
奏
」
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
恋
物
語
に
お
け
る
「
後
朝
の
別

れ
」
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』

賢
木
巻
の
用
例
分
析
か
ら
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

な
お
宮
廷
外
で
あ
っ
て
も
、
陰
陽
寮
の
鼓
、
寺
の
「
後
夜
」
の
鐘
、
鶏

の
鳴
き
声
な
ど
、
後
朝
の
別
れ
の
時
刻
の
到
来
を
知
ら
せ
る
小
道
具
は
他

に
も
見
出
せ
る
。
本
稿
で
は
基
本
的
な
「
時
奏
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、

今
後
は
そ
う
い
っ
た
小
道
具
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る（

9
（

。

〔
注
〕

（
１
） 

橋
本
万
平
氏
「
時
奏
」『
日
本
の
時
刻
制
度
増
補
版
』（
塙
書
房
）
昭
和
56
年
6
月

１
０
２
頁

（
２
） 
同
様
の
言
語
遊
戯
は
『
夫
木
和
歌
集
』
の
「
惜
し
め
ど
も
丑
三
つ
今
は
更
く
る
夜

の
た
だ
夢
ば
か
り
残
る
春
か
な
」（
二
二
九
八
番
）
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
３
） 

橋
本
万
平
氏
「
時
の
鼓
鐘
」『
日
本
の
時
刻
制
度
増
補
版
』
で
は
、「
こ
の
文
は
決

し
て
原
形
で
は
な
く
、
現
在
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
伝
写
の
途
中
で
誤
り
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が
混
入
し
て
い
る
も
の
と
見
て
い
る
」（
１
０
０
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ

れ
も
一
つ
の
見
方
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
保
留
と
し
て
お
き
た
い
。

（
４
） 
岡
本
恭
子
氏
「
か
な
日
記
と
時
間
」
駒
澤
大
学
北
海
道
教
養
部
研
究
紀
要
29
・
平

成
6
年
3
月
。
岡
本
氏
は
三
巻
本
（
引
用
本
文
）
が
「
鼓
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、

能
因
本
は
「
鐘
」
と
な
っ
て
い
る
（
対
立
本
文
が
存
す
る
）
こ
と
を
指
摘
し
て
お

ら
れ
る
。

（
５
） 『
左
経
記
』
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
年
）
十
一
月
十
九
日
条
に
は
、「
卯
時
許
奏
時

有
福
申
云
。
時
杙
二
枚
以
上
紛
失
。〈
中
略
〉
先
例
為
狐
等
昨
抜
之
時
」
と
あ
る
。

（
６
） 

暦
の
研
究
を
さ
れ
て
い
る
岡
田
芳
朗
氏
は
、『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
）

で
も
「
時
奏
」
関
係
の
解
説
を
担
当
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
や
や
詳
し
く
解

説
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

宮
中
で
行
わ
れ
た
報
時
の
一
様
式
。『
職
員
令
義
解
』
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
陰
陽

寮
に
所
属
す
る
漏
刻
博
士
二
名
と
守
辰
丁
が
漏
刻
を
管
理
し
、
一
日
十
二
時
の
各

時
に
鼓
を
打
っ
て
時
を
知
ら
せ
、
ま
た
一
刻
ご
と
に
鐘
を
撞
い
た
。
こ
れ
は
『
万

葉
』
六
一
〇
・
二
六
四
九
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
宮
中
で
は
内
豎
が

分
番
し
て
、
各
時
各
刻
ご
と
に
時
を
奏
し
た
。
時
奏
の
内
豎
は
午
の
時
に
時
を
奏

し
た
者
は
子
の
時
、
未
の
時
に
時
を
奏
し
た
者
は
丑
の
時
と
い
う
よ
う
に
昼
夜
各

一
時
ず
つ
を
分
担
し
た
。
ま
た
、
内
豎
が
時
奏
を
怠
っ
た
時
に
は
厳
し
い
罰
則
が

定
め
ら
れ
て
い
た
。『
侍
中
群
要
』
に
は
、
亥
の
一
刻
か
ら
子
の
一マ
マ

刻
ま
で
は
左

近
衛
夜
行
官
人
が
時
を
奏
し
、
丑
の
一
刻
か
ら
寅
の
四
刻
ま
で
は
右
近
衛
夜
行
官

人
が
時
を
奏
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
枕
草
子
』
二
七
四
段
に
も
、

奏
者
が
氏
名
を
名
乗
り
、
時
を
奏
し
、
時
の
杭
を
差
し
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
の
で
、
九
世
紀
後
半
に
は
警
衛
の
者
に
よ
っ
て
夜
間
の
時
奏
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
『
禁
秘
抄
』
上
に
は
蔵
人
の
さ
し
は
か
ら
い
で
時
を

奏
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
漏
刻
に
よ
っ
て
時
を
測
る
こ
と
を
前
提
と

し
た
報
時
の
体
制
が
崩
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 

引
用
文
中
の
『
侍
中
群
要
』
の
「
子
の
一
刻
」
は
「
子
の
四
刻
」
と
あ
る
べ
き
と

こ
ろ
だ
が
、『
侍
中
群
要
』
の
本
文
も
「
子
の
一
刻
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
「
マ
マ
」

と
し
た
。

（
７
） 

小
林
賢
章
氏
「
さ
夜
更
け
て
─
午
前
三
時
に
向
か
う
動
き
」『「
暁
」
の
謎
を
解
く
』

（
角
川
書
店
）
２
１
０
頁

（
８
） 

吉
海
「
書
評　

小
林
賢
章
著
『「
暁
」
の
謎
を
解
く
』」
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語

日
本
文
学
28
・
平
成
28
年
6
月
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
用
例
と
し
て
「
子
の
刻
」

（
例
（
梅
枝
巻
）・「
丑
」
（
例
（
桐
壺
巻
）・「
寅
一
つ
」
（
例
（
賢
木
巻
）・「
卯

の
刻
」
（
例
（
行
幸
巻
）・「
辰
の
刻
」
（
例
（
松
風
巻
）・「
巳
の
刻
」
2
例
（
玉

鬘
巻
・
藤
裏
葉
巻
）・「
午
の
刻
」
（
例
（
胡
蝶
巻
）・「
未
の
刻
」
3
例
（
蛍
巻
・

藤
裏
葉
巻
・
若
菜
上
巻
）・「
申
の
刻
」
3
例
（
桐
壺
巻
・
賢
木
巻
・
須
磨
巻
）・「
酉
」

0
例
・「
戌
の
刻
」
（
例
（
梅
枝
巻
）・「
亥
の
刻
」
（
例
（
行
幸
巻
）・「
亥
子
の
刻
」

（
浮
舟
巻
）
（
例
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
時
刻
表
記
が
少
な
い
こ
と

は
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
９
） 

吉
海
『『
源
氏
物
語
』「
後
朝
の
別
れ
」
を
読
む
─
音
と
香
り
に
み
ち
び
か
れ
て
─
』

（
笠
間
書
院
）
平
成
28
年
（2
月
参
照
。


