
　

こ
と
し
の
中
秋
の
こ
ろ
の
満
月
は
九

月
二
十
三
日
。
こ
の
日
は
秋
分
、
彼
岸

の
中
日
で
も
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま

し
た
。
秋
分
は
太
陽
が
真
東
か
ら
昇
り
、

真
西
に
沈
む
日
で
す
が
、
奈
良
県
に
は

当
地
の
鏡

き
ょ
う
だ
い
さ
ん

台
山
の
よ
う
に
二
つ
の
峯
で

な
る
二に

じ
ょ
う
ざ
ん

上
山
と
い
う
山
（
右
下
の
写
真
）

が
あ
り
、
秋
分
の
日
に
は
、
そ
の
間
の

く
ぼ
み
に
太
陽
が
沈
む
そ
う
で
す
。

　

こ
の
山
は
古
代
か
ら
奈
良
盆
地
の
都

に
と
っ
て
も
特
別
の
山
で
、
シ
リ
ー
ズ

106
で
紹
介
し
た
「
山や

ま

ご

え

の

あ

み

だ

ず

越
阿
弥
陀
図
」
の

モ
チ
ー
フ
に
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。
こ
と
し
九
月
二
十
三
日
は
、
鏡

台
山
付
近
か
ら
月
が
現
れ
る
と
き
、
奈

良
で
は
二
上
山
に
太
陽
が
沈
み
ま
す
。

「
平
城
京
遷
都
１
３
０
０
年
」
の
こ
と

し
に
花
を
添
え
る
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

で
す
。

　

▽
極
楽
浄
土
の
山

　

二
上
山
が
特
別
な
意
味
を
持
つ
山
に

な
っ
た
の
は
三み

わ

や

ま

輪
山
（
標
高
四
六
七
㍍
）

の
西
に
あ
る
た
め
で
す
。
三
輪
山
は
古

墳
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
た
古
代
か
ら
神

が
宿
る
山
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
て
き
た

山
。
秋
分
と
春
分
の
お
彼
岸
の
と
き
は
、

太
陽
が
こ
の
山
の
峯
付
近
か
ら
昇
る
そ

う
で
す
。
そ
の
三
輪
山
付
近
か
ら
見
る

と
、
ち
ょ
う
ど
反
対
側
の
西
に
位
置
す

る
二
上
山
に
夕
日
が
沈
む
わ
け
で
す
。

　

三
輪
山
と
二
上
山
の
間
の
盆
地
は

大や

ま

と和
政
権
と
い
う
当
時
の
政
治
の
中
心

地
、
つ
ま
り
都
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

二
上
山
の
南
麓
に
は
、
大
阪
平
野
か
ら

奈
良
盆
地
に
入
る
、
現
在
の
国
道
に
あ

た
る
官
道
の
第
１
号
が
通
過
し
て
お
り
、

中
国
や
朝
鮮
の
文
化
や
物
資
が
運
搬
さ

れ
る
重
要
な
ル
ー
ト
で
し
た
。

　

人
が
往
来
す
る
道
が
開
か
れ
る
と
、

当
地
の
冠
着
山
に
姨
捨
山
の
異
名
が
生

ま
れ
た
よ
う
に
、
特
徴
的
な
景
観
、
歴

史
の
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
れ
ば
、
人
々

は
物
語
を
紡
ぎ
ま
す
。
仏
教
が
朝
鮮
か

ら
伝
来
し
た
の
が
西
暦
五
三
八
年
。
大

和
政
権
は
仏
教
を
国
の
宗
教
と
し
て
広

め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
仏
教
で
は
、
極

楽
浄
土
が
は
る
か
西
の
彼
方
の
光
に
満

ち
た
世
界
と
教
え
て
い
た
の
で
、
大
和

の
国
の
政
治
の
中
心
地
か
ら
は
真
西
に

位
置
し
夕
日
が
二
つ
の
峯
の
間
に
沈
む

二
上
山
は
、
極
楽
浄
土
そ
の
も
の
と
し
て

特
別
な
山
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

左
の
写
真
は
、
二
上
山
に
浄
土
が
現
れ

る
信
仰
を
も
と
に
作
ら
れ
た
人
形
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
「
死
者
の
書
」
の
完
成

記
念
ポ
ス
タ
ー
で
す
。
人
形
の
後
方
、
二

つ
の
峯
が
あ
る
の
が
二
上
山
を
模
し
た
画

で
、標
高
の
高
い
方
が
雄お

だ

け岳
（
五
一
七
㍍
）、

低
い
の
が
雌め

だ

け岳
（
四
七
四
㍍
）
と
呼
ば
れ

ま
す
。
二
上
山
に
太
陽
が
沈
む
感
じ
が
分

か
る
の
で
掲
載
し
ま
し
た
。

　

物
語
は
、
現
在
の
奈
良
県
明あ

す

か

む

ら

日
香
村
一

帯
に
都
が
あ
っ
た
飛あ

す

か鳥
時
代
、
朝
廷
内
の

権
力
闘
争
で
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
皇
子
の

墓
が
二
上
山
の
雄
岳
に
あ
る
こ
と
と
、
山

の
ふ
も
と
の
当た

い
ま
で
ら

麻
寺
に
伝
わ
る
美
し
い
姫

の
伝
説
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
民
俗
学
者

の
折
口
信
夫
さ
ん
が
創
作
し
た
小
説
「
死

者
の
書
」
が
原
作
で
す
。
人
形
ア
ニ
メ
監

督
の
第
一
人
者
、
川
本
喜
八
郎
さ
ん
が
映

画
化
し
ま
し
た
。
映
画
の
中
で
は
二
上
山

の
く
ぼ
み
の
向
こ
う
に
沈
む
夕
日
に
皇
子

の
姿
が
か
ぶ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
阿
弥
陀

如
来
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
シ
ー
ン
が

何
度
も
登
場
し
ま
す
。

　

▽
月
と
太
陽
の
照
ら
し
合
い

　

見
て
い
て
こ
れ
は
「
山
越
阿
弥
陀
図
」

の
構
図
だ
と
思
い
ま
し
た
。
シ
リ
ー
ズ
106

で
こ
の
画え

の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、
源
信

と
い
う
日
本
の
極
楽
浄
土
観
の
礎
を
築
い

た
僧
だ
っ
た
と
書
き
ま
し
た
が
、
源
信
は

こ
の
二
上
山
の
ふ
も
と
に
生
ま
れ
育
っ
た

人
な
の
で
、「
山
越
阿
弥
陀
図
」
は
、
二

上
山
に
沈
む
夕
日
を
見
た
源
信
の
体
験
を

モ
チ
ー
フ
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
説
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

た
だ
、
す
で
に
お
気
づ
き
か
と
思
い
ま

す
が
、「
山
越
阿
弥
陀
図
」
は
阿
弥
陀
如

来
は
、
太
陽
で
は
な
く
月
の
イ
メ
ー
ジ

で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
太
陽
よ
り
も
月

の
方
が
仏
教
と
相
性
が
い
い
た
め
、
月

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
逆
に
言
い
ま
す
と
、
ま
だ
仏
教
が

伝
来
す
る
前
の
大
和
政
権
下
の
日
本
で

は
、
神
道
が
主
役
だ
っ
た
の
で
、
太
陽

の
方
が
、
月
よ
り
も
強
い
信
仰
の
対
象

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

満
月
も
地
平
線
上
で
は
真
東
か
ら
現

れ
る
そ
う
で
す
。
山
に
囲
ま
れ
た
地
域

で
は
標
高
が
高
い
分
、
方
角
の
誤
差
が

生
じ
ま
す
が
、
こ
と
し
の
秋
分
、
九
月

二
十
三
日
、
鏡
台
山
付
近
か
ら
月
が
現

れ
た
と
き
、
振
り
返
れ
ば
、
は
る
か
先

の
西
の
古
代
の
都
で
は
、
鏡
台
山
と
相

似
形
の
山
に
太
陽
が
沈
ん
で
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

一
つ
今
号
に
あ
た
っ
て
の
お
断
り
は
、

旧
暦
八
月
十
五
日
に
あ
た
る
暦

こ
よ
み

上
の
中

秋
は
、
秋
分
の
日
の
一
日
前
の
九
月

二
十
二
日
で
す
。
国
立
天
文
台
の
カ
レ

ン
ダ
ー
で
は
「
満
月
」
は
秋
分
と
同
じ

日
な
の
で
厳
密
に
は
、
二
十
三
日
は
「
中

秋
の
満
月
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
と
す

る
と
、
九
月
二
十
三
日
に
は
昨
年
の
中

秋
（
十
月
三
日
）、
Ｊ
Ｒ
姨
捨
駅
で
見
た

鏡
台
山
の
月
と
同
じ
月
が
見
ら
れ
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。
昨
年
も
天
文
学
上
の

満
月
は
一
日
遅
い
翌
四
日
で
し
た
。

　

一
日
違
う
と
月
が
昇
る
位
置
も
違
い

ま
す
。
た
だ
、
逆
に
言
う
と
こ
と
し
は
、

満
月
の
一
日
前
の
中
秋
に
も
二
上
山
付

近
に
太
陽
が
沈
む
わ
け
で
す
か
ら
、
少
々

の
誤
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
は
「
鏡
台
山
と
姨
捨
（
千
曲
市
）」「
二

上
山
と
奈
良
の
都
」
と
い
う
二
つ
の
空

間
が
ほ
ぼ
同
時
に
現
れ
ま
す
。
月
と
太

陽
と
い
う
二
つ
の
星
の
光
が
里
を
照
ら

し
合
う―

そ
ん
な
光
景
を
想
像
し
ま
し

た
。
彼
岸
は
極
楽
浄
土
の
意
味
な
の
で
、

「
今
日
は
お
彼
岸
」
と
い
う
親
し
み
を
込

め
た
言
い
方
は
、「
極
楽
浄
土
が
現
れ
る

日
」
と
い
う
宣
言
で
も
あ
る
感
じ
が
し

ま
す
。
こ
と
し
は
「
月
の
都
」
と
「
奈

良
の
都
」
が
ほ
ぼ
同
時
に
極
楽
浄
土
に

な
る
わ
け
で
す
。

　

な
お
、「
平
城
京
遷
都
１
３
０
０
年
」

は
、
都
を
明
日
香
村
一
帯
か
ら
現
在
の

奈
良
市
、
東
大
寺
の
あ
る
近
く
に
移
し

た
と
き
か
ら
、
千
三
百
年
が
た
っ
た
と

い
う
意
味
で
す
。
二
上
山
の
写
真
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
百
科
事
典
と
も
言

わ
れ
る
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
ま
し
た
。
最
上
部
の
写
真
は
、

昨
年
の
中
秋
、
鏡
台
山
の
峯
の
間
か
ら

の
ぼ
る
名
月
で
す
。
Ｊ
Ｒ
姨
捨
駅
で
森

政
教
さ
ん
が
撮
影
し
た
も
の
を
お
借
り

し
ま
し
た
。
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