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九
月
二
十
三
日
の
「
秋
分
の
日
」
を
真
ん
中
と
し

て
」
、
前
三
日
、
後
ろ
三
日
の
七
日
間
を
「
秋
の
お

彼
岸
」
と
言
い
ま
す
。
お
墓
参
り
に
行
っ
た
人
が
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、来
年
の
三
月
二
十
一
日
、そ
う
、

六
年
生
の
卒
業
礼
拝
の
日
＝
「
春
分
の
日
」
を
挟
ん

で
の
七
日
間
を「
春
の
お
彼
岸
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

 

夏
も
終
わ
り
、
す
っ
か
り
秋
め
い
て
き
た
「
秋
分
」

の
頃
と
だ
ん
だ
ん
春
ら
し
く
な
る
「
春
分
」
の
頃
を

指
し
て
、
「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
い
う
慣
用

句
が
あ
る
く
ら
い
で
す
。 

 

さ
て
、
こ
の
「
彼
岸
」
で
す
が
、
ご
先
祖
の
い
る

世
界
、
つ
ま
り
あ
の
世
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

反
対
語
は
「
此
岸
＝
し
が
ん
」
で
、
ぼ
く
た
ち
が
生

き
て
い
る
世
界
を
指
し
ま
す
。
秋
分
の
日
と
春
分
の

日
は
、
彼
岸
と
此
岸
が
最
も
通
じ
や
す
く
な
る
の
だ

そ
う
で
す
。
だ
か
ら
お
墓
参
り
に
行
く
の
で
す
ね
。 

 
 

 

よ
く
言
わ
れ
る
「
三
途
の
川
」
は
、
彼
岸
（
あ
の

世
）
と
此
岸
（
こ
の
世
）
の
間
に
流
れ
て
い
る
と
言

わ
れ
る
川
の
こ
と
で
す
。
「
三
途
の
川
」
を
渡
る
の

に
渡
し
船
に
乗
る
よ
う
で
、
そ
の
料
金
は
「
六
文
＝

ろ
く
も
ん
」
。「
文
」
は
江
戸
時
代
の
お
金
の
単
位
。 

江
戸
時
代
は
亡
く
な
っ
た
人
の
お
棺
に
渡
し
賃
と
し

て
、
本
物
の
六
文
を
入
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

六
年
生
な
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
、

「
大
坂
夏
の
陣
」
で
、
あ
の
徳
川
家
康
さ
ん
を
き
り

き
り
舞
い
さ
せ
た
真
田
幸
村
さ
ん
の
家
紋
が
「
六
文

銭
」
で
す
。 

 

「
戦
場
に
お
い
て
は
、
い
つ
死
ん
で
も
構
わ
ぬ
。
」

と
い
う
覚
悟
を
示
す
た
め
に
家
紋
に
し
た
よ
う
で
す
。 

何
や
ら
恐
ろ
し
い
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
電

車
好
き
の
「
鉄
ち
ゃ
ん
」
が
飛
び
つ
き
そ
う
な
話
を

ひ
と
つ
。 

 

長
野
と
、
み
す
ず
山
荘
が
あ
る
軽
井
沢
を
結
ぶ
観

光
列
車
が
あ
る
そ
う
で
、
そ
の
名
は
「
ろ
く
も
ん
」
。

豪
華
な
食
事
が
楽
し
め
、
車
体
に
は
「
六
文
銭
」
が

バ
ッ
チ
リ
と
入
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
誰
か
乗
っ
た

こ
と
が
あ
る
人
が
い
ま
し
た
ら
、
詳
し
く
教
え
て
く

だ
さ
い
。 

  

本
題
に
入
り
ま
し
ょ
う
。
「
彼
岸
」
の
頃
に
咲
く

花
と
言
え
ば
、
そ
う
、
「
彼
岸
花
」
。
「
曼
殊
沙
華

＝
ま
ん
じ
ゅ
し
ゃ
げ
」
な
ど
と
い
う
別
名
も
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
か
お
墓
の
ま
わ
り
に
生
え
て
い
る
イ
メ
ー

ジ
の
あ
る
花
で
す
。 

現
代
の
日
本
で
は
火
葬
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
昔

は
「
土
葬
」
と
言
っ
て
、
亡
く
な
っ
た
人
を
棺
に
入

れ
て
、
お
墓
の
土
の
中
に
埋
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
モ
グ
ラ
や
ネ
ズ
ミ
に
遺
体
を
荒
ら
さ
れ
る
こ

と
が
無
い
よ
う
に
と
、毒
の
あ
る
彼
岸
花
を
植
え
て
、

動
物
を
寄
せ
つ
け
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
。 

彼
岸
花
の
球
根
は
有
毒
で
も
、
水
に
さ
ら
し
て
毒

を
取
り
除
く
と
、
豊
富
な
で
ん
ぷ
ん
を
と
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
飢
饉
（
き
き
ん
）
の
と
き

の
非
常
食
と
し
て
使
う
た
め
、
君
た
ち
の
よ
う
な
食

い
し
ん
坊
！？
が
、
間
違
っ
て
口
に
し
な
い
よ
う
に
と
、

用
心
の
た
め
、
お
墓
な
ど
の
普
段
人
の
こ
な
い
と
こ

ろ
に
植
え
て
い
た
よ
う
な
の
で
す
。
昔
の
人
た
ち
の

「
知
恵
」
に
は
つ
く
づ
く
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

彼
岸
花
は
、
花
の
咲
き
方
が
少
し
独
特
。
普
通
の

植
物
は
、
茎
か
ら
葉
が
で
き
て
、
そ
こ
か
ら
花
を
咲

か
せ
ま
す
。
彼
岸
花
は
逆
で
、
花
が
咲
い
て
い
る
と

き
に
は
葉
っ
ぱ
を
出
さ
ず
、
花
が
終
わ
っ
て
か
ら
、

葉
っ
ぱ
を
出
す
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
ま
す
。
す

っ
か
り
花
が
終
わ
り
、
く
た
っ
と
枯
れ
か
け
て
い
る

茎
の
根
元
に
、
葉
っ
ぱ
が
発
見
で
き
ま
す
。 

彼
岸
花
の
別
名
の
一
つ
に
「
葉
見
ず
花
見
ず
」
が

あ
り
ま
す
が
、ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。 

彼
岸
花
は
ラ
イ
バ
ル
の
多
い
夏
に
葉
っ
ぱ
を
出
さ

ず
、
ほ
か
の
植
物
が
少
な
く
な
る
冬
に
向
け
て
葉
っ

ぱ
を
出
し
、
光
合
成
を
行
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
栄
養
を

地
下
の
球
根
に
貯
め
る
。
翌
年
の
夏
頃
、
ラ
イ
バ
ル

が
増
え
て
き
た
ら
さ
っ
さ
と
葉
を
枯
ら
し
て
、
地
上

か
ら
姿
を
消
す
。
秋
に
一
気
に
地
上
に
現
れ
、
花
を

咲
か
せ
た
ら
、
す
ぐ
さ
ま
花
を
枯
ら
し
、
葉
っ
ぱ
を

出
す
。
こ
の
繰
り
返
し
。
ま
わ
り
の
植
物
が
少
な
く

な
る
冬
に
自
分
の
葉
っ
ぱ
を
出
し
て
、
光
を
独
占
す

る
。
彼
岸
花
は
な
ん
て
頭
が
い
い
の
で
し
ょ
う
。（
あ

っ
、
い
や
、
彼
岸
花
に
頭
は
あ
る
の
か
し
ら
…
。
） 

そ
れ
に
し
て
も
彼
岸
花
の
見
事
な
「
作
戦
」
。
人

間
の
世
界
に
も
応
用
で
き
そ
う
な
気
が
し
ま
す
…
。 
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