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二
百
十
日
が
過
ぎ
れ
ば
中
秋
の

名
月
、
そ
し
て
彼
岸
で
す
。

　

虫
の
音
は
次
第
に
強
く
な
り
、

木
の
実
は
赤
く
色
付
い
て
、
野
山

が
秋
色
に
染
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

「
ち
い
さ
い
秋
、
ち
い
さ
い
秋
、

ち
い
さ
い
秋
、
見
つ
け
た
…
」
子

ど
も
の
こ
ろ
に
歌
っ
た
秋
の
歌
で

す
。
詩
人
で
あ
り
、
画
家
で
も
あ

っ
た
竹
久
夢
二
は
、
夕
方
に
黄
色

い
花
を
咲
か
せ
る
待ま

つ
よ
い
ぐ
さ

宵
草
を
こ
う

詠
ん
で
い
ま
す
。

　

待
て
ど
暮
ら
せ
ど
来
ぬ
人
を

　
　
　

宵よ
い
ま
ち
ぐ
さ

待
草
の
や
る
せ
な
さ
…

　

待
宵
草
は
夏
の
季
語
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
秋
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し

く
、
虫
の
鳴
く
月
夜
に
咲
く
姿
が

似
合
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

ピ
ン
ク
や
白
の
コ
ス
モ
ス
が
目

に
付
く
こ
ろ
に
な
り
ま
し
た
。
野

原
い
っ
ぱ
い
の
花
が
風
に
そ
よ
ぐ

の
を
想
像
す
る
と
、
と
て
も
気
持

ち
が
よ
く
な
り
ま
す
。
コ
ス
モ
ス

は
和
名
で
秋
桜
。
植
物
を
和
名
で

呼
ん
で
み
る
の
も
風
流
で
す
。

　

街
路
樹
の
こ
ず
え
の
先
に
は
、

い
わ
し
雲
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

空
も
す
っ
か
り
秋
の
色
で
す
。
秋

は
夜
空
も
似
合
い
ま
す
。

　

満
月
の
翌
日
は「
十い

ざ
よ
い

六
夜
」。「
い

ざ
よ
う
」に
は
、「
た
め
ら
う
」、「
ぐ

ず
ぐ
ず
す
る
」
の
意
味
が
あ
り
ま

す
。
月
の
出
が
前
日
よ
り
少
し
遅

れ
る
た
め
、
月
が
顔
を
見
せ
る
の

を
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇し
て
い
る
と
昔
の
人
は
思

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。　

　

「
立
ち
待
ち
の
月
」、「
居
待
ち

の
月
」、そ
し
て
「
寝
待
ち
の
月
」。

そ
ん
な
夜
、
小
さ
な
秋
を
見
つ
け

て
み
た
い
こ
の
ご
ろ
で
す
。

　

秋
き
ぬ
と　

目
に
は
さ
や
か
に

　

見
え
ね
ど
も　

風
の
音
に
ぞ　

　

驚
か
れ
ぬ
る
（
古
今
和
歌
集
）

　

こ
の
歌
を
詠
ん
だ
藤
原
敏
行
も
、

き
っ
と
「
風
読
み
の
達
人
」
で
あ

り
、「
秋
読
み
の
風
流
人
」
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

指
宿
市
長　

豊
留 

悦
男

風
を
読
み
、
秋
を
読
む

～
小
さ
い
秋
、
見
つ
け
た
い
～

　

幸
屋
遺
跡
は
、
西
指
宿
中
学
校

か
ら
池
田
湖
へ
向
か
う
県
道
沿
い

の
幸
屋
交
差
点
付
近
に
広
が
っ
て

い
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
で
、
広
域

農
道
整
備
事
業
に
伴
い
、
平
成
17

年
に
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

発
掘
調
査
で
、
桜
島
の
火
山
灰

を
挟
ん
で
上
下
に
沼
地
や
湿
地
に

堆
積
し
た
泥
炭
層
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
か
ら

約
１
万
年
前
の
縄
文
時
代
に
幸
屋

周
辺
に
沼
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。

　

幸
屋
遺
跡
は
、
火
山
銀
座
と
呼

ば
れ
る
指
宿
な
ら
で
は
の
火
山
噴

出
物
の
地
層
が
数
多
く
堆
積
し
て

い
る
こ
と
で
有
名
で
す
。
今
か
ら

約
７
，３
０
０
年
前
に
硫
黄
島
の
火

山
噴
火
で
噴
出
さ
れ
た
火
砕
流
は
、

こ
の
場
所
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
か

ら
「
幸
屋
火
砕
流
」
と
名
付
け
ら

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
他
に
も
、
桜
島
や
池
田
湖
、

今
和
泉
沖
か
ら
噴
出
さ
れ
た
火
山

灰
や
軽
石
が
堆
積
し
て
い
ま
す
。

　

幸
屋
遺
跡
は
、
考
古
学
的
に
重

要
な
遺
跡
で
あ
る
と
同
時
に
、
火

山
灰
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
聖
地

の
よ
う
な
場
所
な
の
で
す
。

　

幕
末
、
西
欧
列
強
が
開
国
を
迫

っ
て
い
た
時
代
、
琉
球
に
は
英
仏

の
軍
艦
が
押
し
寄
せ
、
通
商
を
求

め
て
い
ま
し
た
。

　

弘
化
３
年
（
１
８
４
６
年
）、こ

の
琉
球
問
題
解
決
の
た
め
に
島
津

斉
彬
は
、
幕
府
の
命
令
を
受
け
鹿

児
島
に
帰
っ
て
来
ま
し
た
。
斉
彬

は
、
迫
り
来
る
西
欧
列
強
の
脅
威

に
対
抗
す
る
た
め
藩
内
を
巡
検
し
、

山
川
港
の
沿
岸
４
カ
所
に
新
た
な

砲
台
の
設
置
を
命
じ
ま
し
た
。

　

山
川
の
豪
商
・
河こ

う
の
か
く
べ
え

野
覚
兵
衛
宅

に
一
泊
し
た
斉
彬
は
翌
日
、
竹
山

の
麓ふ

も
とで

砲
術
訓
練
を
行
い
、
小
休

憩
の
た
め
に
大
山
の
正し

ょ
う
ご
じ

護
寺
に
も

立
ち
寄
っ
た
よ
う
で
す
。

　

正
護
寺
の
跡
地
に
は
、「
大
山
の

住
民
は
、
親
し
く
公こ

う

の
颯さ

っ
そ
う爽

た
る

英え
い
し姿

と
崇
高
な
る
盛せ

い
と
く徳

と
を
拝
し
、

歓
喜
欣き

ん
ぼ慕
措お

く
所
を
知
ら
ざ
り
し

と
言
う
」
と
記
し
た
碑
が
建
っ
て

い
ま
す
。
碑
文
か
ら
、
斉
彬
の
来

訪
で
歓
喜
に
沸
い
た
地
元
の
様
子

が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
今
風
に
言

え
ば
「
斉
彬
フ
ィ
ー
バ
ー
」
と
言

っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
緊
迫

し
た
状
況
の
中
、
そ
れ
だ
け
斉
彬

に
期
待
す
る
気
持
ち
が
大
き
か
っ

た
こ
と
の
表
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

翌
年
、
家
老
で
あ
っ
た
調ず

し
ょ
し
ょ
う

所
笑

左ざ
え
も
ん

衛
門
広ひ

ろ
さ
と郷
の
総
指
揮
の
下
、
斉

彬
が
構
想
し
た
砲
台
が
築
か
れ
ま

し
た
。
そ
の
７
年
後
の
安
政
元
年

（
１
８
５
４
年
）、米
軍
艦
が
山
川

沖
に
来
航
し
た
の
で
す
。

幸こ
う
や屋

遺
跡 堆た

い

積
物
の
宝
庫
と
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