
い
時
間
眺
め
る
。
時
が
満
ち
て
、
杏
が
小
さ
な
実

を
宿
す
瞬
間
を
見
逃
さ
な
い
。
そ
し
て
夏
の
長
い

日
暮
れ
杏
の
実
が
千
々
に
熟
れ
て
い
く
時
間
を
作

者
は
見
守
っ
て
い
る
。
杏
の
実
と
言
わ
ず
、
月
が

生
る
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
物
語
性
と
幻
想
性
を

も
た
ら
す
た
め
。
一
首
に
流
れ
る
長
い
時
間
軸
と
、

杏
の
実
を
千
々
に
ち
り
ば
め
熟
れ
ゆ
く
空
間
。
そ

の
な
か
の
一
点
で
、
作
者
は
静
か
に
眺
め
て
い
る
。

58
　
百
人
の
生
ま
れ
出
づ
れ
ば
百
通
り
生
き
方
の

　
　
あ
り
逝
き
方
が
あ
る
　
　
　
　
長
嶺
元
久

　
人
と
人
と
の
接
点
を
大
切
に
し
て
、
考
え
方
が

一
人
一
人
違
う
患
者
に
真
摯
に
対
応
す
る
。
作
者

は
こ
の
よ
う
に
考
え
、
日
々
患
者
と
向
き
合
っ
て

い
る
。「
百
通
り
の
生
き
方
」
と
は
、
人
が
生
活

を
す
る
上
で
の
日
常
の
こ
と
。
具
体
的
に
い
え

ば
、
家
族
・
親
子
・
思
い
出
・
趣
味
・
読
書
・
助

け
合
い
・
嗜
好
・
表
情
・
言
葉
な
ど
で
あ
る
。

そ
し
て
作
者
は
そ
の
人
そ
の
人
の
日
常
を
受
け
止

め
、
そ
の
生
き
方
に
接
し
な
が
ら
患
者
の
「
力
量

と
人
と
な
り
」を
見
極
め
て
い
く
。
こ
の
歌
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
患
者
と
真
摯
に
向
き
合
っ
た
何
十
年

分
か
の
時
間
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

59
　
落
ち
武
者
の
わ
れ
か
も
し
れ
ず
遠
望
の
城
が

　
　
小
さ
な
鳥
影
と
な
る
　
　
　
中
西
由
起
子

　
人
間
は
、
時
代
の
流
れ
や
大
き
な
自
然
の
力
に

翻
弄
さ
れ
る
。
七
五
年
前
の
戦
争
。「
平
成
」
の

度
重
な
る
災
害
。
そ
う
し
た
中
で
人
は
救
い
を
求

め
る
。「
方
丈
記
」「
平
家
物
語
」
は
そ
の
一
つ
の

形
。
ま
た
人
は
「
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
。
そ
し
て
区
切
り
を
つ
け
る
べ
く
自

分
の
復
興
に
努
め
る
。
そ
の
時
、
あ
る
意
味
ち
っ

ぽ
け
な
人
間
に
も
心
の
中
で
変
化
が
生
じ
る
。
作

者
も
そ
の
ち
っ
ぽ
け
な
人
間
。
そ
の
我
が
遠
望
す

る
城
は
い
つ
し
か
小
さ
な
鳥
の
姿
と
な
る
。
鳥
の

姿
は
救
い
か
。
救
い
は
自
分
の
心
が
生
む
も
の
。

こ
の
歌
か
ら
作
者
の
そ
う
し
た
思
い
を
感
じ
る
。

60
　
ほ
し
い
ま
ま
大
き
く
な
り
し
冬
瓜
の
身
を
ひ

　
　
き
し
め
て
へ
た
一
つ
あ
り
　
　
松
橋
雅
実

　「
へ
た
一
つ
」
に
注
目
し
た
歌
。「
ほ
し
い
ま
ま
」

と
は
、
相
手
の
意
向
を
無
視
し
て
、
自
分
だ
け
勝
手

気
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
様
子
と
い
う
意
味
。
そ
こ
か
ら

は
無
秩
序
・
無
制
限
・
放
任
と
い
う
言
葉
が
連
想
さ

れ
る
。
し
か
し
冬
瓜
は
決
し
て
無
秩
序
・
無
制
限
で

は
な
く
身
が
引
き
締
ま
っ
て
い
る
。
作
者
は
要
諦
と

か
要
と
い
っ
た
大
切
な
役
割
を
冬
瓜
の
「
へ
た
」
の

存
在
で
表
す
。
そ
の
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
が
光
る
。

人
間
に
と
っ
て
の「
へ
た
」と
は
何
か
？
家
族
に
と
っ

て
の
「
へ
た
」
と
は
何
か
？
こ
の
歌
か
ら
は
そ
う
し

た
思
い
を
素
直
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
と
う
。
こ
の
歌
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く

れ
る
。
整
然
と
「
切
り
身
」
が
当
た
り
前
に
売
ら

れ
て
い
る
状
況
で
は
、
欠
陥
や
奇
形
と
い
っ
た
異

常
の
見
分
け
が
つ
き
に
く
い
も
の
が
多
く
な
る
こ

と
に
思
い
至
る
。現
代
人
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
一
首
。

56
　
十
キ
ロ
で
三
千
円
を
切
る
米
の
出
で
し
頃
よ

　
　
り
こ
の
世
乱
れ
つ
　
　
　
　
　
馬
場
昭
徳

　
米
十
キ
ロ
が
快
い
重
さ
だ
と
い
う
作
者
。
米
十

キ
ロ
が
作
者
に
は
価
値
観
の
基
準
と
し
て
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
十
キ
ロ
の
値
段
に
は
三
千
円
の
攻
防

が
あ
る
。
堤
防
が
少
し
ず
つ
壊
れ
て
い
く
よ
う
に

安
売
り
を
す
る
店
が
出
始
め
た
頃
、
こ
の
世
が
乱

れ
た
と
言
い
切
る
。
安
さ
の
競
争
が
行
き
つ
く
先

は
？
「
世
乱
れ
つ
」
と
助
動
詞
の
「
つ
」
を
使
う
。

「
ぬ
」
で
は
な
い
。
そ
こ
に
作
者
の
意
識
が
み
え

る
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
、
ネ
ッ
ト
通
販
な
ど
が

ま
だ
な
い
頃
で
あ
ろ
う
。
三
千
円
の
攻
防
か
ら
こ

の
世
が
乱
れ
た
と
言
う
作
者
。「
乱
れ
つ
」
は
時

代
の
先
が
見
え
な
い
中
で
重
要
な
発
言
な
の
だ
。

57
　
時
満
ち
て
杏
に
小ち

さ
き
月
生な

り
ぬ
長
き
日
暮

　
　
れ
を
千
々
に
熟
れ
ゆ
く
　
　
　
　
峰
尾
碧

　
杏
の
木
は
、
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
メ
ー
ト

ル
の
落
葉
高
木
で
樹
形
は
梅
に
似
る
。
六
・
七
月

頃
に
梅
よ
り
少
し
大
き
い
実
が
な
る
。
実
の
色
は

月
の
よ
う
な
オ
レ
ン
ジ
色
。
作
者
は
そ
の
杏
を
長
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