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可
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秋
分
も
過
ぎ
て
、
よ
う
や
く
秋
ら
し
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
近
年
は
「
も
の
す
ご
く
暑
い
日
」
ま
た

は
「
も
の
す
ご
く
寒
い
日
」
し
か
な
い
よ
う
な
極

端
な
夏
や
冬
が
続
い
て
い
ま
す
。
過
ご
し
や
す
く

快
適
な
秋
を
存
分
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
！
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興
福
寺

五
重
塔
初
層
の
空
間

五
重
塔
と
東
金
堂
は
興
福
寺
の
中
で
も
よ
く
知

ら
れ
た
建
築
物
で
あ
る
。
二
つ
の
建
築
物
が
寄
り

添
う
よ
う
に
建
っ
て
い
る
様
子
を
見
る
と
、
聖
武

天
皇
が
東
金
堂
を
造
立
し
、
光
明
皇
后
が
五
重
塔

を
造
立
し
た
こ
と
が
納
得
で
き
る
。
近
接
し
て
建

て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
幾
た
び
か

罹
災
と
再
建
を
経
験
し
て
い
る
。
現
在
の
建
築
は

六
百
年
ほ
ど
前
に
落
雷
で
焼
失
し
た
後
に
再
建
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

東
金
堂
に
は
常
に
お
参
り
で
き
る
が
、
五
重
塔

の
内
部
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
今

は
貴
重
な
機
会
で
あ
る
。
八
月
二
十
六
日
か
ら
十

月
十
日
ま
で
五
重
塔
・
三
重
塔
の
初
層
が
公
開
さ

れ
て
い
る
。

西
側
の
扉
か
ら
五
重
塔
に
入
っ
た
真
正
面
、
西

に
向
か
っ
て
阿
弥
陀
如
来
が
座
す
。
五
重
塔
の
心

柱
を
覆
う
四
角
柱
の
一
辺
を
背
に
し
て
い
る
。
北

に
は
弥
勒
如
来
、
東
に
は
薬
師
如
来
、
南
に
は
釈

迦
如
来
が
向
い
て
い
る
。
十
一
面
観
音
頭
上
の
十

一
面
が
「
ど
の
方
向
を
向
い
て
い
る
の
か
」
気
に

な
っ
て
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
四
方
八
方
に
に
ら

み
を
き
か
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
化
仏
や

仏
面
に
は
特
に
「
方
向
の
概
念
が
な
い
」
の
だ
そ

う
だ
。
そ
れ
で
も
や
は
り
私
に
は
、
興
福
寺
五
重

塔
初
層
の
四
仏
が
隙
な
く
東
西
南
北
を
向
い
て
、

大
切
な
も
の
を
外
部
か
ら
守
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。

五
重
塔
初
層
の
天
井
は
安
置
さ
れ
て
い
る
仏
像

の
頭
部
か
ら
お
よ
そ
二
メ
ー
ト
ル
程
度
上
に
あ

る
。お
堂
に
比
べ
て
面
積
が
狭
い
か
ら
だ
ろ
う
か
、

頭
部
か
ら
天
井
ま
で
の
空
間
が
広
く
見
え
る
。
帷

（
と
ば
り
）
に
四
方
を
囲
ま
れ
た
そ
の
天
井
の
高

さ
に
惹
か
れ
た
。
帷
の
中
に
あ
る
四
仏
の
法
力
は

お
そ
ら
く
心
柱
を
伝
っ
て
水
煙
に
ま
で
達
し
、
空

に
放
た
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
か
つ
て

五
重
塔
を
焼
失
さ
せ
た
稲
妻
を
天
に
返
す
か
の
よ

う
で
あ
る
。

猿
沢
池
の
ほ
と
り
に
立
つ
と
、
東
金
堂
は
木
立

に
紛
れ
て
い
る
が
、
背
の
高
い
五
重
塔
は
よ
く
見

え
る
。
五
重
塔
の
西
方
に
中
金
堂
が
再
建
中
で
あ

る
。
平
成
三
十
年
に
は
猿
沢
池
か
ら
中
金
堂
が
見

え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

三
重
塔
弁
才
天
の
雰
囲
気

南
円
堂
の
西
南
下
方
に
あ
る
三
重
塔
は
低
い
位

置
に
あ
る
の
で
正
直
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
目
立
た
な

い
。
興
福
寺
三
重
塔
と
聞
い
て
も
「
三
重
塔
？
五

重
塔
の
間
違
い
じ
ゃ
な
い
？
」
と
思
う
人
も
少
な

く
な
い
ら
し
い
。
そ
ん
な
三
重
塔
に
祀
ら
れ
て
い

る
の
が
「
弁
才
天
坐
像
」
だ
。
明
治
十
五
年
に
旧

興
福
寺
子
院
（
世
尊
院
）
か
ら
客
仏
と
し
て
移
さ

れ
た
仏
像
で
あ
る
。
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
像
の
雰

囲
気
は
南
円
堂
下
に
ひ
っ
そ
り
と
佇
む
三
重
塔
に

似
て
い
る
。
弁
才
天
の
ふ
っ
く
ら
し
た
頬
や
頭
上

の
赤
い
ち
い
さ
な
鳥
居
が
愛
ら
し
い
。
足
元
で
仕

え
る
十
五
童
子
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
よ
う
な
あ

ど
け
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
一
見
し
た
と
こ
ろ
の
印
象
で
あ
る
。

弁
才
天
は
七
福
神
の
一
人
と
し
て
名
の
知
れ
た

神
で
あ
る
が
、
興
福
寺
三
重
塔
の
弁
才
天
は
「
宇

賀
弁
才
天
」
と
も
い
わ
れ
る
仏
で
あ
る
。
八
臂
の

姿
で
、
す
べ
て
の
手
に
法
具
を
携
え
て
い
る
。
さ

ら
に
頭
上
の
鳥
居
の
奥
に
宇
賀
神
が
鎮
座
し
て
い

る
の
が
印
象
的
だ
。
幾
た
び
か
参
拝
す
れ
ば
そ
の

外
見
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
の
だ

が
、
頭
の
上
に
鳥
居
が
乗
っ
て
い
る
と
い
う
時
点

で
充
分
不
思
議
な
姿
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
に
加
え

て
頭
上
で
は
、
蛇
の
あ
た
ま
に
翁
の
頭
が
つ
い
た

よ
う
な
外
見
の
神
が
と
ぐ
ろ
を
ま
い
て
い
る
。
た

だ
で
さ
え
小
柄
な
弁
才
天
の
小
さ
な
頭
上
の
空
間

で
神
秘
的
な
造
形
が
山
盛
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
混
沌
と
し
た
素
朴
な
配
置
が「
子
ど
も
ら
し
さ
」

や
「
愛
ら
し
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
所
以
な
の
か
も

知
れ
な
い
。

宇
賀
弁
才
天
と
い
う
呼
称
は
、
弁
才
天
の
頭
に

こ
の
宇
賀
神
が
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
付
い
た
名

だ
。
宇
賀
神
は
例
え
ば
信
貴
山
の
空
鉢
護
法
堂
や

喜
光
寺
な
ど
に
も
、
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
姿
で
安
置

さ
れ
て
い
る
。「
笑
う
」
と
い
う
よ
り
、「
微
笑

む
」
と
い
う
程
度
に
少
し
だ
け
持
ち
上
が
っ
た
口

角
が
、
か
え
っ
て
近
寄
り
が
た
い
雰
囲
気
を
醸
し

出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
手
に
携
え
た
法
具
と
頭

に
乗
る
宇
賀
神
は
、
子
ど
も
ら
し
い
姿
の
弁
才
天

に
、
す
ご
み
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
与
え
て
い
る
気

が
す
る
。

三
重
塔
初
層
内
部
の
創
建
当
時
の
彩
色
を
を
バ

ー
チ
ャ
ル
参
拝
で
き
る
「
Ｖ
Ｒ
体
験
」（
コ
ン
テ

ン
ツ
制
作
は
凸
版
印
刷
）
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。

ゴ
ー
グ
ル
を
着
け
て
す
ぐ
に
、
三
重
塔
入
口
ま
で

浮
遊
す
る
感
触
を
楽
し
め
る
。
現
在
の
三
重
塔
内

．
．

部
の
映
像
に
重
ね
て
創
建
時
の
色
彩
が
よ
み
が
え

る
。
頭
を
動
か
し
て
上
下
左
右
を
ゆ
っ
く
り
と
眺

め
て
欲
し
い
。（
写
真
は
興
福
寺
教
学
部
よ
り
お

借
り
し
ま
し
た
。）

【
興
福
寺
の
国
宝
特
別
公
開
は
十
月
十
日
ま
で
。
Ｖ
Ｒ

体
験
の
後
期
は
十
月
一
日
（
土
）
～
十
月
十
日
（
月
・

祝
）
九
時
か
ら
十
六
時
ま
で
、
各
日
先
着
二
五
〇
人
。
】
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