
「山
月
記
」

の
季
節

に

つ
い
て

三

浦

吉

明

は
じ
め
に
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け

中
島
敦

の

「
山
月
記
」
は
、
高
等
学
校

の
現
代
文
教
科
書

の
定
番
教
材

の

一
つ
で
も
あ
り
、
多
く

の
人
が
、
高
校
生
時
代

に
読
ん
だ

作
品

で
あ
ろ
う
。
周
知

の
よ
う

に
、

こ
の
作
品

は
中

国
唐
代

の
伝
奇

小
説

「
人
虎
伝
」
を
も
と

に
、
中
島
敦
が
主
人
公
李
徴

の
心
理
を

描

い
た
近
代
小
説

と
し
て
創
作

し
た
も

の
で
あ

る
。

そ

の
テ
ー

マ
な
ど

に

つ
い
て
は
、
す

で
に
数
多
く

の
研
究
が
な
さ
れ

て
お
り
、
も

　
ど
　

は

や
私

の
述

べ
る

こ
と
も
な

い
が
、
作
品
鑑
賞

の
上

で
、
あ
ま
り
触
れ
ら
れ

て
お
ら
ず

、
不
明
と
さ
れ

て

い
る

こ
と
が
あ

る
の
で
、
そ

の
点

に

つ
い
て
私
見

を
述
べ

て
み
た

い
。

さ

て
、
そ

の
不
明
と
さ
れ

て

い
る
点

と

は
何
か

と

い
う

と
、

「
山
月
記
」
中

の
重
要

な
場
面

で
あ

る
李
徴
と
衰
修

の
出
会

い
が
あ

っ
た

の
は

い
つ
の
季
節

の
こ
と
な

の
か
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ
の
作

品
を
読

ん

で
、
そ

の
季
節

は

い
つ
と
思
う
か
と
問
え
ば

、
「
秋
」

と
答

え
る
読
者

は
多

い
。

こ
れ
は
正
解

で
あ
り
、
し
た
が

っ

て
季
節
感

を
感

じ
さ
せ
る

こ
と
は
記
さ
れ

て

い
る
は
ず

な

の
で
あ
る
が
、
な
ぜ

そ
う
感

じ
る
の
か

と
問
う

と
、
そ
れ

に
明
確

に
は
答
え

ら
れ
な

い
。

そ

の
理
由
は
、
秋

ら
し
さ
を
感

じ
さ
せ

る
言
葉
が

い
く

つ
か
有

る
が
、

そ
れ
が
秋

で
あ

る
と
断
定
さ
せ

る
ま

で
は

い
か
な



い
と

い
う

点

に
あ

る
よ

う

で
あ

る
。
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い
う

の
が
小
論

の
目
的

で
あ
る
。

そ

こ
で
、

そ
れ
が

な
ぜ
秋

な
の
か
、
ま

た
、
そ
れ
が
秋

の
い

つ
ご

ろ
な

の
か
を
述

べ
て
み
よ
う
と

作
者
中
島
敦
と
漢
文
に
つ
い
て

た

ひ

ら

ま
ず

、
作
者
中
島
敦

の
生

い
立

ち
と
漢
文
と

の
関
係

に

つ
い
て
、
年
譜
等

に
従

っ
て
記

し

て
お
く

こ
と
と
す

る
。
彼

は
中
島

田
人

の

了
と
し

て
明
治

四
卜

二
年

に
生

ま
れ
た
。

田
人
は
中
学
校

の
漢
文
教
員

で
あ
り

、
そ

の
父

(敦

の
祖

父
)

の
中
島
撫
山

は
亀

田
鵬
斎

の

子
綾
瀬

に
学

ん
だ
漢
学
者

で
あ

る
。
敦

は
生
後

一
歳
未

満

で
生
母

と
生
別

し
、

そ
の
後

、
祖

父
母
に
預
け
ら
れ
て
も

い
る
。
襯
父
中
島

撫
山
は
敦

三
歳

の
時

に
死
ん
で
お
り
、
直
接

の
影
響
は
考
え
ら
れ
な

い
が
、
そ

の
よ
う
な
環
境

の
中

で
、
漢
籍

に
親

し
ん
だ

こ
と
は
想

ら

せ

　

像

に
難
く
な
く
、
中
島
敦

に
影
響
を
与

え
た
中

国

の
古

典
と
し

て
は
、
『
荘

子
∵

-列

子
』

『
春
秋
左
氏
伝

』
『
史
記

』
な
ど
が
指
摘
さ
れ

て
お
り
、

ま
た
彼

の
作
品

と
し

て
は
中

国
古

典

に
も

と
つ

く
、

㎜李
陵

」

[悟

浄
出
世
」

「
悟
浄
歎

異
」

■弟

子
」

「
名
入

伝
」
な
ど

の
作

品
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
け
ば

よ

い
で
あ
ろ
う
。

さ

て
、
な
ぜ

こ
の
よ
う
な

こ
と
を
指
摘

し

て
お
く
か
と
言
え
ば

、
作
者
中
島
敦
は
漢
籍

に
現
れ
る
約
束
ご

と
は
十
分

に
理
解

し
て
い

た
は
ず

で
あ

る
と

い
う

こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
か

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
う

し
た
上

で
、
■山

月
記
」
に
入

っ
て
い
く

こ
と
と
し
た

い
。

「山
月
記
」

の
あ
ら
す

じ
と

キ
ー

ワ
ー
ド
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出
来
事
を
記

す
文
章

で
は
、
い

つ
、
ど

こ
で
、
だ
れ
が
、
何
を
、
ど
う
し
た

の
か
、
と

い
う

こ
と
を
記
す

こ
と
が
重
要
な

こ
と
と
さ
れ
る
。

私

が
取
り
上
げ

よ
う
と
す
る
季
節
も

「
い

つ
」
の
問
題
な

の
で
、
「山

月
記
」
に
お

い
て

「
い

つ
」
と

い
う

こ
と
が
ど

こ
ま
で
明
白

に
な

っ

て

い
る
か
と

い
う

こ
と
を
、
ま
ず
確
認

し
て
お
く

こ
と
と
し
た

い
。

朧

西

の
李
徴

は
博
学
才
穎
、

天
宝

の
末
年

、
若

く
し

て
名
を
虎
榜

に
連
ね
、

つ
い
で
江
南
尉

に
補

せ
ら
れ
た
が

、
…
…

「山

月
記
」
冒
頭

の
部
分

で
あ

る
。

天
宝

は
唐

の
玄
宗

の
年

号

で
、
元

(
七

四

二
)
年
か

ら

一
五

(
七
五
六
)
年

の
中

頃
ま

で
の
約

一
四
年

間

で
あ
り
、

天
宝

一
四

(七

五
五
)
年

は
あ

の
安
禄

山

の
乱

の
起

こ
っ
た
年

で
あ

る
。

「
山
月
記
」
が
も

と
つ

い
た

「人
虎
伝
」

で
は
、
天
宝
十
年

の
春

に
進
士

に
合
格

し
た
と
あ

り
、
作
者

は
安
禄
山

の
乱

の
直
前

に
若
く

し
て
科
挙

に
合
格

し
た
と

い
う
設
定

に
し

て

い
る
と

い
う

こ
と
で
理
解

し

て
お
け
ば
良

い
で
あ
ろ
う
。
さ

て
そ

の
後
、
江
南
尉

と
な

っ
た
李
徴

は
、
猫
介
な
性
格

と
自

ら

の
才
能

に
対
す

る
自
尊
心

と
が
災

い
し

て
そ

の
地
位

に
甘

ん
ず

る
こ
と
が

で
き
ず

に
、
故
郷

に
帰

り
、
詩

に
よ

っ
て
文
名

を
上
げ

よ
う
と
図

る

が
、

そ
れ
も
な

ら
ず

、
妻

子

の
生
活

の
た
め

に
再
び
官
職

に
就
く
。

し
か

し
、

そ

の
よ
う
な
生
活

に
も
満
足

で
き
な

い
彼
は
、

つ
い
に

公

用
の
途
中

で
発

狂
し
、
消
息

を
絶

っ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

そ

の
翌
年
、

同
時

に
科

挙

に
合
格

し
、
監
察
御
史

に
出
世

し

て
い
た
衰
惨
が
、

公
用

で
旅

を
す

る
途

中
、
現
在

の
河
南
省

に
あ

る
商

於

の
地

で
、
虎

に
姿

を
変

え

て
し
ま

っ
た
李
徴
と
再
会
す

る
。
そ

の
再
会

ま
で

の
部
分

を
引
用
し

て
み

る
。

翌
年
、
監
察

御
史
、
陳
郡

の
衰
惨
と

い
う
者
、
勅
命
を
奉

じ
て
嶺
南

に
使

い
し
、
道

に
商
於

の
地
に
宿

っ
た
。
次

の
朝

ま
だ
暗

い
う
ち

に
出

発
し
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
、
駅
吏
が
言

う

こ
と
に
、

こ
れ
か
ら
先

の
道

に
人
食

い
虎
が
出

る
ゆ
え
、
旅
人
は
白
昼

で

な
け
れ
ば

、
通
れ
な

い
。
今

は
ま
だ
朝
が

早

い
か

ら
、

い
ま
少

し
待

た
れ
た
が
よ
ろ
し

い
で
し

ょ
う
と
。
衷
惨
は
、
し
か
し
、
供

回
り

の
多

勢
な

の
を

た
の
み
、
駅
吏

の

言
葉
を
退
け

て
、
出
発
し
た
。
残
月

の
光
を
頼
り

に
林
中

の
草
地
を
通

っ
て

い

っ
た
と
き
、
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果
た
し

て

一
匹

の
猛
虎
が
草
む
ら

の
中

か
ら
躍
り
出

た
。
虎

は
、
あ

わ
や
衷
惨

に
踊

り
掛
か

る
か
と
見
え
た
が
、
た
ち
ま
ち
身

を

翻

し

て
、
も

と

の
草

む
ら

に
隠

れ
た
。
草
む

ら
の
中

か
ら
人
間

の
声

で

「
危
な

い
と

こ
ろ
だ

っ
た
。
」
と
繰
り
返

し

つ
ぶ

や
く

の

が
聞

こ
え
た
。
そ

の
声

に
衷

は
聞
き

覚
え
が
あ

っ
た
。
驚
櫻

の
う
ち

に
も
、
彼

は
と

っ
さ
に
思

い
当

た

っ
て
、
叫

ん
だ
。
「
そ
の
声
は
、

我
が
友
、
李
徴

子

で
は
な

い
か
?
」
衰
惨

は
李
徴
と
同
年

に
進
十

の
第

に
登
り
、
友
人

の
少
な

か

っ
た
李
徴

に
と

っ
て
は
、
最
も

親

し

い
友

で
あ

っ
た
。
温
和

な
哀

の
性
格

が
、
峻
蛸
な
李
徴

の
性
情

と
衝
突

し
な

か

っ
た
た
め

で
あ
ろ
う
。

草
む

ら
の
中

か
ら
は
、
し
ば

ら
く
返
事
が
な

か

っ
た
。

忍
び
泣
き

か
と
思
わ
れ
る
か
す
か
な
声
が
時

々
漏
れ
る
ば

か
り
で
あ

る
。

や
や
あ

っ
て
、
低

い
声
が
答

え
た
。

皿
い
か

に
も
自
分

は
朧

西

の
李
徴

で
あ
る
。
」

と
。

こ
の
文
章

に
よ
れ
ば
、
哀
修

は
夜
明
け
方

に
宿

を
出
発
し

て

い
る
。

こ
の
後

の
場
面
も
、

そ
れ
か

ら
の
時
間

の
枠

に
沿

っ
て
展
開
し

て
ゆ
く
。

さ

て
、
小
説
な
ど

で
は
、
普
通

あ
る
出
来
事

が
発
生

し
た

と
き

に
は
、

そ
れ
が

い

つ
な

の
か
を
何
ら

か

の
方
法

で
記
す

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
場

面

に
は
、
時
刻

は
明
確

に
記
さ
れ

て

い
る
が
、
季
節

に
関

し
て
は
そ
れ
を
知

る
手
掛

か
り
は
な

い
。
文
中

の

「
残
月
」

を
そ
れ

と
思
う
人
も

い
よ
う
が
、
実

は
、
「残

月
」

は
季
節
を
表
す
言
葉

に
は
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。

こ
の
よ
う
な
形

で
始

ま

っ
た
李
徴
と
哀

修

の
再
会

は
、
そ

の
後

の
部
分

は
ほ
と
ん
ど
、
会

話

の
や
り
取
り

で
あ
り
、
季
節
を

現
す

よ

う
な
言
葉

は
無

い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
本
当

に
作
者

は

こ
の
出
来
事

を
季

節
を
考
え
ず

に
設
定

し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ

う

で
あ

る
と
す
れ
ば

、

こ
の
小
説

の
設
定

と
し

て
は
あ
ま
り

に
不
自
然

で
あ
る
し
、
会
話
と
会

話

の
間

に
は
、
自
然
や
時
刻
を
描

写
す

る

三口
葉
が
多
す
ぎ

る

の
で
は
な

い
で
あ

ろ
う
か
。
実

は
そ

の
後

の
部
分

で
、
作
者

は
季

節
を
明
確

に
す

る
言
葉
を
さ
り
げ

な
く
挟

み
込

ん

で

い
る

の
で
あ

る
。



時

に
、
残

月
、
光
冷

や
や
か

に
、
白
露

は
地

に
し
げ

く
、
樹

闇
を
渡

る
冷
風

は
既

に
暁

の
近

き
を
告
げ

て

い
た
。

人
々
は
も
は

や
、
事

の
奇

異
を
忘

れ
、
粛

然
と
し

て
、

こ
の
詩

人

の
薄
幸

を
嘆
じ
た
。
李
徴

の
声

は
再
び
続

け
る
。

李
徴

の
独
白

の
途

中
に
挟

ま
れ
た
部
分

で
あ

る
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
現
れ
た

「
白
露
」
と

「
冷
風
」
が
季
節

を
明
確

に
す

る
キ
ー
ワ
ー

ド

な
の

で
あ

る
。

そ
れ
が
な
ぜ

な

の
か

は
、
節
を
改

め

て
述

べ
る
こ
と
と
し
た

い
。

朧
西
の
李
徴
に
つ
い
て

123「 山月記」の季節 について

本

論

に
入

る
前

に
、

「朧

西

の
李
徴
」

に

つ
い
て
述

べ
て
お

き
た

い
。
な
ぜ

こ
れ

に

つ
い
て
述

べ
る
の
か
と
言

う
と
、
高
校

の
指
導

　
イ

　

書

な
ど
を
見

て

い
る
と
、

こ
の
点

に

つ
い
て
あ
ま
り
理
解
さ
れ

て

い
な

い
よ
う
だ

か
ら
で
あ

る
。

さ

て
、
漢
籍
を
読

み
慣
れ

て

い
る
人

に
と

っ
て
は
常
識

で
あ

る
が

、
中
国

の
歴
史
書

に
お

い
て
個

人

の
伝
記
を
記
す
場

合
、

「○
○

の
人
」
と
言
う
地
名

の
○
○

は
、
彼

の
本
籍

・
本

貫

に
当
た

る
土
地

で
あ
り
、

そ
れ
は
彼

の
祖
先

が
そ

の
土
地

に
居
を
構

え
、
そ
れ
以

来

彼

の

一
族

は
そ

こ
を
出
身
地

と
し
て
し

て
い
る
と

い
う

こ
と
を
記
す

の
で
あ

っ
て
、
彼
自
身

の
生

ま
れ
故

郷
と
は
か
ぎ

ら
な

い
の
で

あ

る
。

こ
れ
を
李

徴

に

つ
い
て
当

て
は
め

る
と
、

「朧

西
」

は
彼

の
本

籍

・
本
貫

を
示
し

て

い
る

の
で
あ

っ
て
、
彼
自
身

の
出
生
地

・
故
郷

か

く

り

めし
く

で
は
な

い
。
彼
自
身

の
出
生
地

・故
郷

は
後

の
部
分

に

■故
山
、
號
略

に
帰
臥
し
、
」
と
出

て
く

る
號
略

(現
在

の
河
南
省

の
地
)
で
あ
る
。

そ
れ

で
は
、

「
人
虎
伝
」

で
は
書
き
出

し

の
部
分
が
ど

う
記
さ
れ

て

い
る
か
と

い
う
と
、
そ
れ
は
次

の
通
り

で
あ

る
。

　
の

　

朧

西
の
李
徴

は
、
皇
族

の
子
に
し

て
、
號
略

に
家

す
。
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扁
人
虎
伝
」

で
は
李
徴

は
皇
族

の
子
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
い
る
。
唐

王
朝

の
初
代
高
祖

は
李
淵

と
言

い
、
晴
王
朝

の
文
帝

の
姻
戚

に
も
当
た

る
人
物

で
あ

る
。

=、新
唐
書
』
高
祖
本
紀

の
初

め
を
少

し
51
用
す

る
と
、

高
祖
、
神
尭
大
聖
大
光
孝
皇
帝

、
詮

は
淵

、
字
は
叔
徳
、
姓
は
李
氏
、
朧
西
成
紀

の
人
な
り
。

(中

略
)

(父

の
)
仁
公
は
高
祖

　
ト

　

を
長
安

に
生
む
。

高
祖

の
父
仁
公
は
、
階
王
朝

で
唐
公

に
封
ぜ

ら
れ
た
人

で
あ
る
。
文
中

に
明
確

に
記
さ
れ

て

い
る
よ
う

に
高
祖

の
生
地
は
長
安

で
あ

る
が
、
そ

の
高
祖

も

「
朧
西

の
成

紀

の
人
」

と
さ
れ

る
。

つ
ま
り
、

「
人
虎

伝
」

で
李

徴
を
朧

西

の
人

と
す
る

の
は
、
唐
王
朝

の

一
族

で
あ

る
と

い
う

こ
と
に
も
と
つ
く
も

の
な

の
で
あ

る
。

以
上

か
ら
、
朧

西
が
本
籍

・
本
貫

で
あ

る

こ
と

は
納
得
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

さ

て
、

「
朧
西

の
李
徴
」

に

つ
い
て
は
、

こ
れ
ま

で
と
し

て
、
本
論

に
戻

る

こ
と

と
す

る
。

季

節

は

い

つ

か

先

に

「
白
露
」

と

≒
冷
風
」

が
季
節
を

明
確

に
す

る
キ
ー

ワ
ー

ド

で
あ

る
と
述

べ
た
。
結
論
を
先

に
述

べ
れ
ば
、

珊
山
月
記
」

の
季

節

に
関
す

る
問
題

の
答

え
は
、
孟
秋
七

月
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

そ

の
証
拠
と

し
て
は
、
『
礼

記
」

月
令

の
孟
秋

の
次

の
文
が
挙
げ
ら

れ
る
。

孟
秋

の
月
、

日
は
翼

に
在

り
、
昏

に
は
建

星
中

し
、

旦

に
は
畢
中
す

、
其

の
日
は
庚
申
、
其

の
帝

は
少
峰
、
其

の
神

は
薄
牧
、

其

の
轟

は
毛

、
其

の
音

は
商

、
律
は
夷
則

に
中

り
、
其

の
敷
は
九
、
其

の
味

は
辛
、
其

の
臭

は
膠
、
其

の
祀

は
門
、
祭

に
は
肝
を

　
ア

　

先

に
す

。

涼

風

至

り

、
白

露

降

り

、

寒

蝉

鳴

き

、

鷹

乃

ち

鳥

を

祭

る

。

川

て
始

め

て
鐵

を

行

ふ
。

…

…

(
『
礼

記

』
・
月
令

)



『
礼
記
』

は
言
う
ま

で
も
な
く

五
経

の

一
つ
で
、
儒

教

の
経
典

の

一
つ
で
あ

る
。
た
だ
し
、

『礼
記
』
が
成
立

し
た

の
は
漢

の
時
代

に

入

っ
て
か

ら
で
あ
る
が

、
漢

の
時

代

に
入

っ
て
新

し
く
作

ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前

か
ら
伝

わ
る
礼

に
関
す

る
書

籍
な
ど
を

集

め
て
作

ら
れ
た
も

の
と
考
え

て
よ

い
。
さ

て

こ
こ
に
、
昌涼

風
至
り
、
白
露
降

り
、
」

と

い
う
文
章

が
あ
る
。

こ
れ
が
、
私

が
キ
ー
ワ
ー

ド
と
述

べ
た
部
分

で
あ

る
。
し
か

し
こ
れ
だ
け

で
は
、
ま
だ

理
解

し
に
く

い
で
あ
ろ
う
し
、
「涼

風
」

と

「冷

風
」

は
文
字
上

は
異
な

っ

て

い
る
。

そ

こ
で
、
月
令

と
は
何
か
と

い
う

こ
と
か
ら
、
順
を
追

っ
て
説

明
を
し
た

い
。

時
令
説
に
つ
い
て

125「 山月記」の季節 について

月
令

と
は
、
簡
単

に
言
え
ば

十

二
か
月
ご
と

の
天
文

・
暦
法

や
自
然

現
象

を
記
す

と
と
も

に
、
天
子
が
そ
れ

に
従

っ
て

い
か
な
る
政

治

を
行
う

べ
き
か
を
記

し
た
も

の
で
あ
る
。
先
程

の

『
礼
記
』

月
令

の
文
を
解

釈
す
れ
ば

お
お
よ
そ
次

の
よ
う

に
な

る
。

孟
秋

の
月
、
太

陽
と
月
と

の
巡
り
合

い
は

(
二
十

八
宿

の
)
翼
宿

の
と

こ
ろ

で
起

こ
る
。

こ
の
月

に
は

日
暮
れ

に
は
建
星
が
南

中

し
、
夜

明
け
に
は
畢
が
南

中
す
る
。
秋

の
日
を
支
配
す

る
天
干

(十

干
)
は
庚
と
申

(五
行

で

言
え
ば
金
)

で
あ
り
、
秋
を
支

配
す

る
帝

は
少
線

で
あ
り
、
そ

の
下

に
あ

る
神
は
薩
牧

で
あ

る
。
秋

の
動

物
は
毛

の
類

(け
も

の
)

で
あ
り
、
そ

の
楽
音

は

(
五

音

の
中

の
)
商
、

十

二
律

は
夷
則

に
当

た
り
、

そ

の
数
は
九
、

そ

の
味

は
辛
、

そ

の
臭

い
は
膣

(
な
ま
ぐ
さ

い
)
、
家
屋

で
は
門

を
祭

り
、
祭
祀

の
際

に
は
肝
臓
を
先

に
お
供

え
す

る
。

こ
の
月
に
は
涼

風
が
吹

き
、
白
露
が
降

り
、
・寒
蝉

(
つ
く

つ
く
ぼ

う
し
)

が
鳴

き
、
鷹

が
捕

ら
え
た
小
鳥

を
祭
る
。

こ
の
よ
う

に
陰

の
気
が
支
配
す

る
季
節

に
な

っ
た

の
で
始

め

て
刑
罰

の
執
行

を
実
施
す

る
。

・
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こ
の
よ
う

に
季
節

の
変
化

に
あ

わ
せ

て
天
子

の
行
う
政
治

も
変

わ
る

べ
き
だ
と

い
う
考

え
方
を
時
令
説
と
言
う
。

こ
の
時
令
説

の
考

え
方

は
漢
代

に
初
め

て
起

こ

っ
た
も

の
で
は
な
く

、
長

い
伝
統

の
あ
る
も

の
と
考

え
ら
れ

る
。

『礼
記
』

月
令

と
同
じ
も

の
と
し

て
は
、

秦

の
始
皇
帝

の
宰
相

呂
不
津
が
編
集

さ
せ
た

「
呂
氏
春
秋
』

の
十

二
紀

に
も
あ
り
、
ま
た
同

じ
前
漢

の
時
代

に
ま
と
め

ら
れ
た

、潅
南

.よ

の
時
則
訓

に
も
似
た
よ
う
な
文
章
が
あ

る
。

こ
の
思
想

は
日
本
に
も
人
き
な
影
響
を
与

え
て
お
り
、
た
と
え
ば
孟
春

の
月
の

「獺

ド

ド

ロ

魚
を
祭

る
」
は
俳
句

の
季
語
と

し
て
歳
時
記

に
も

取
り
上
げ

ら
れ

て
い
る
し
、
ま
た
、

『古
今

和
歌
集
』

の
春
夏
秋
冬

の
部
立

て
に
も
、

　
り

し

こ
の
月
令

の
影
響
が
現
れ

て

い
る
。

さ

て
、
引

用
文

か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
時
令
説

で
は
春

夏
秋
冬
各

々
の
時
期

の
事
物

・人
事

・気
象

そ
し
て
自
然

現
象

に
、
そ

の
時

々

の
特
定

の
言
葉

が
用

い
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら

の
言
葉

は
中

国
古
典

の
読
解

の
時

に
は
必
要
な
知
識
な

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
孟
秋

の
季
節

に

「涼

風
」

と

「
白
露
」
と

い
う
語
が
並

ん
で
用

い
ら
れ

て

い
る
と

い
う

こ
と
を
確
認

し
て
お

い
て
、
次

の
問
題

に
入

っ
て

い

き
た

い
。

残
月
に
つ
い
て

「涼

風
」
と

■白
露

」

に

つ
い
て
検
討
を
す

る
前

に
、
後

で
細

か
な
時
期

を
確
定
す

る
上

で
必
要

に
な

る

の
で
、
先

ほ
ど
保
留
し

て

お

い
た

刷
残
月
」

と

い
う
語

に

つ
い
て
検

討
を
し

て
お
く
。
残
月

(
ま
た
は
月

の
描

写
)
は

「
山
月
記
」

で
は
三

回
出

て
く
る
。
そ

の

う
ち

の

一
回
は
前

に
引

用
し
た
衷
修
が
公

用

で
旅
を
す

る
途

中

に
李

徴
と
再
会
す

る
ま

で
の
部
分

で
あ

る
。

(
こ
れ
を

A

の
部
分
と
す

る
)
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残
月

の
光

を
頼

り

に
林
中

の
草
地
を
通

っ
て
い

っ
た
と
き
、
果
た

し
て

一
匹

の
猛
虎
が
草
む
ら

の
中
か
ら
躍
り
出
た
。

も
う

一
つ
は
先

程
引
用
し
た
涼
風

と
白
露

の
語
が
出

て
く

る
部
分

で
あ

る
。

(
B
の
部
分
)

時

に
、
残
月
、
光
冷
や
や

か
に
、
白

露
は
地

に
し
げ
く
、
樹
間
を
渡

る
冷
風
は
既

に
暁

の
近
き
を
告
げ

て

い
た
。

三

つ
目
は

「
山
月
記
」
の
最
後

の
部
分

で
、
衰
修
が
、
離

れ
た
丘

の
上
か
ら
見

た
李
徴

の
最
後

の
姿

を
描
写
し
た
と

こ
ろ

で
あ
る
。

(C

の
部
分
)虎

は
、
既

に
白
く
光

を
失

っ
た
月
を
仰

い
で
、

二
声

三
声

炮
障

し
た
か
と
思
う

と
、
ま
た
、
も

と
の
草

む
ら

に
躍
り
入

っ
て
、

再
び

そ

の
姿
を

見
か

っ
た
。

こ
れ
ら

の
月

の
描

写
は
多

く

の
人

々
の
指
摘
す

る
と
お
り
、
物
語

に
時
間

の
経
過
を
告
げ

る
働

き
を
し

て
い
る
、
作
者

の
巧
み
な
表

現
技

巧
で
あ
る
と
言

え
る
。

さ

て
、
残
月

に

つ
い
て
漢
和
辞
典

で
は
、

「
あ
り
あ
け

の
月

・
夜

明
け
方

の
月

・
残

の

つ
き
」

(
『
大
漢
和
辞
典
』
大
修
館
書
店
)

「夜

明
け

の
空

に
消
え
そ
う

に
な

っ
て

い
る
月
」

(
『
新
字

源
』
角
川
書
店
)

と
あ

る
。
中
国

の
辞
書

で
も

「
謂
将
落

的
月
亮

(
ま
さ
に
沈
も

う

と
し
て

い
る
月
を
言

う
)
」

(
『
漢

語
大
詞
典
』

上
海
辞
書
出
版

社
)

「
①
言
暁
来
之

月
也

(暁

が
来

る
頃

の
月
を
言

う
)
。
②

言
将
落

的

月
也

(
ま
さ

に
沈
も

う
と
し

て

い
る
月
を
言
う
)
」

(
『
辞
源
』

台
湾
商
務

印
書
館
)

と
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
有

明

の
月

に
近

い
も
の
と

い

ざ

よ

い

考

え
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

た
だ

日
本

の
有
明

の
月
は
十
六
夜

(十
六

口
)
、
立

ち
待
ち

(十
七

日
)
、
居
待
ち

(
十
八

日
)
、
寝
待
ち

(
十
九

日
)

の
後

で
、

二
十

日
以
降

の
月

で
あ

る
が
、
中
国

で
は
十
六

日

の
既
望

の
以
外

に
は
、

一
般

に
よ
く
用

い
ら
れ

る
月

の
表
現
は
無

い

よ
う
な

の
で
、
既
望

以
降

の
月
を
大
き
く
残
月

と
呼
ぶ

と
考

え
ら
れ
る
。

以
上

の
こ
と
を
前
提

と
し

て
A
の
文
章
を
考

え
て
み
る
と
、
ま
だ
太
陽

の
出

て

い
な

い
時
刻

に

「残

月
の
光
を
頼
り

に
林
中

の
草
地
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を

通

っ
て
い

っ
た
」
と
あ

る
か
ら

に
は
、

こ
の
残

月

の
光

は
あ

る
程
度

の
明

る
さ
が

あ

っ
た

と
思
わ
れ
、

月
末

の
月
と
は
考

え

に
く

へ
の

り

い
。
断
定

は
し
に
く

い
が
、
半
月
程
度

の
大
き

さ
は
あ

っ
た
と
考

え
る

の
が
適

当

で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
か
な
り
時
間
が

経
過

し
た
後

の
、

C
の
文

章
か

ら
も
う
か
が

え
る

こ
と

で
あ

る
。

「虎

は
、
既

に
白
く
光

を
失

っ
た

月
を
仰

い
で
、

二
声

三
声
砲
曜
し

た
」

と
あ
り
、

こ
こ
で
は
月
は
ま
だ
地
平
線
近
く
ま

で
は
落

ち

て
い
な

い
と

い
う

こ
と
が
分
か

る
。

こ
の
よ
う
な
月
は

二
十
日
前
か
ら

二
十

五
日
ご
ろ
ま

で
の
月

で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て

こ
の
小
説

で
は
お
お
よ
そ
旧
暦

の
十
八
日
ご

ろ
か
ら

二
十
五

日
ご

ろ
ま
で
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
。

次

に
、
先
程

、
残

月
は
季

節
を
表

さ
な

い
と
述

べ
た
。
残

月
と

い
う
語

の
用
例
を

『
大
漢

和
辞
典
』

(
大
修

館
書
店

)

で
見

る
と
、

唐
詩
が

四

つ
ほ
ど
挙
げ

ら
れ

て
お
り
、
唐

の
頃
か

ら
用

い
ら
れ

て

い
る
言
葉

の
よ
う
で
あ

る
。
そ

の
中

で

一
番
古

い
宋
之

問
の

「
早
に

始
興
江

口
を

発
し

て
虚

氏
村

に
至

る
作
」

(
五
言
排
律
)

の

]
部
を
引

用
し

て
み

る
。

候
暁
喩
閲
峰

暁
を
候
ち

て
閲
障
を
鍮

え

乗
春
望
越
台

春

に
乗
じ

て
越
台
を
望

む

宿
雲
鵬
際
落

宿
雲
鵬
際

に
落
ち

残

月
蛙
中
開

残
月
蛙
中

に
開
く

(唐
詩
選
)

こ
の
詩

の
季

節
は
春

で
あ

る
。

次

に
顧
況

の

「
角
を
聴
き

て
帰

ら
ん

こ
と
を
思
ふ
」

(七

言
絶
句

)
を
挙
げ

る

故

園
黄
葉

満
青
苔

故

園

の
苗
ハ葉

青
苔

に
満

ち

夢
後
城
頭
暁

角
哀

夢
後
城
頭
暁
角

哀
し



此
夜
断
腸

人
不
見

此

の
夜
断
腸
人

見
え
ず

起
行
残

月
影
俳

徊

起
行
す
れ
ば
残

月
影
俳

徊
す

(唐
詩

選
)

こ
の
詩

は
、

「
黄
葉
」

の
語
か
ら
も
分

か
る
と
お
り
、
秋

の
季
節

の
作
品

で
あ

る
。

以
上

の

こ
と
か
ら
、

「残

月
」
は
月

の
何

日
頃
か
を

示
す
語

で
は
あ
る
が
、
季
節

と
は
関
係

の
無

い
言
葉

で
あ

る
と

い
う

こ
と
が
分

か
る

の
で
あ

る
。
そ

こ
で
次

に
、
季
節
を
表
す
言
葉

の
方

の
検
討

に
入
る

こ
と
と
し
た

い
。

冷
風
と
涼
風
に
つ
い
て
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こ
こ
で
は
季
節
を
表

す
言
葉

の
検
討

に
入
る
が
、
ま
ず
、
『礼

記
』

月
令

に
現
れ

る

「
涼
風
」

と

い
う
語

に

つ
い
て
述

べ
て
お
き
た

い
。

中

国
古
典

で
は
、
涼

風
と
は
た
ん

に
涼

し

い
風
と

い
う
意
味

で
は
な

い
。
中

国
に
は
古
く

か
ら
八
風
と

い
う
考

え
方
が

あ
り
、
涼
風

は
そ

の
八
風

の

一
つ
の
名
称
な

の
で
あ
る
。

日
冬

至
を

距

て
て
四
十
五

日
に
し

て
條
風
至

る
。
條

風
至
り
て
四
十

五
日

に
し

て
明
庶

風
至
る
。
明
庶
風
至
り

て
四
十

五
日
に

し

て
清

明
風
至

る
。
清
明

風
至
り

て
四
十

五
日

に
し

て
景

風
至

る
。

景
風
至

り

て
四
十

五

口
に
し

て
涼

風
至

る
。
涼

風
至
り

て

四
十
五

日
に
し

て
閻
闊
風
至

る
。
間
闊
風
至
り

て
四
十

五
日
に
し

て
不
周
風
至
る
。
不
周
風
至
り

て
四
十
五
日
に
し
て
広
莫

風
至

　
ロ
　

る
。

(
『准

南
子
』

天
文

訓
)

高
誘

の
注

に
よ
れ
ば
、

噸
涼
風
」
は
坤
卦

の
風

で
あ

る
。
坤

は
方

角

で
は
西
南

で
あ
り
、
西
南

の
方
角

か
ら
吹

い
て
く

る
風
を
言
う
。

ま
た

こ
の
文
章

に
よ
れ
ば
、
涼
風

は
、
冬
至

よ
り

二
百

二
十
五
日
目

に
吹

く
風

で
あ
る
。
冬

至
か
ら

二
百

二
十
五

日
目
は
ほ
ぼ
立
秋

の
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日

に
当

た
り
、
涼

風
は
立
秋

の
頃
に
吹
く

風
で
も
あ

る
。

つ
ま
り
、

「秋
来

ぬ
と
目

に
は
さ
や
か

に
見

え
ね
ど
も

風
の
音

に
ぞ

お
ど

ろ

ハ
ロ
　

か
れ
ぬ
る
」
と

い
う
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌

に
読

ま
れ
た
風
は
涼
風
な

の
で
あ

る
。

さ

て
、
『
礼
記
』

月
令

の
季
夏

に
は
、
次

の
よ
う
な
文
章

が
あ

る
。

季
夏

月
、
…
…
温
風
始
至
。
…

-

こ
の
文

に

つ
い
て
、
『礼

記
』
月
令

よ
り
も
先

に
成
立

し
た
と
考

え
ら
れ

る

『
呂
氏
春
秋
』
十

二
紀

や

『
准
南

子
』
時

則
訓
な
ど

に
は
、
「
涼

風
始

至
」

と
あ

り
、

こ
れ
に

つ

い
て
諸

注

で
は

「
涼
風
始
至
」

の
方
が
正

し

い
と
す

る
。

こ
の
説

に
従

っ
て
文
字

を
改
め
る
と
、
季
夏

の
六

月
に
は
涼

風
が
吹

き
始

め
る
と

い
う

こ
と
と
な
り
、
私
が
今
ま

で
述

べ
て
き
た

こ
と
と
矛
盾
す

る

こ
と
に
な

る
が
、
実
は
、
季
夏

の
六

月
に
立
秋

の
風

(涼

風
)
が
吹

き
出
す

こ
と
が
あ

っ
て
も
な
ん
ら
問
題
は
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
点

に
関
し

て
は
、
後
述

す
る
。

以
上
、

『礼

記
』

月
令

の
涼
風

に

つ
い
て
述

べ
て
き
た
が
、

「
山
月
記
」

で
は

「冷
風
」

で
は
な

い
か

と

い
う
疑

問
が
生
ず

る

で
あ
ろ

う
。
次

に

こ
の
点

に

つ
い
て
述

べ
て

い
く

こ
と
と
し
た

い
。

「涼
」

と

「
冷
」

の
異
同

で
あ

る
が

、
実
は
、

「涼
」

と

「冷
」

が
通
用
し
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。
許
慎

の

『説
文
解
字
』

に

　
ヨ

よ
れ
ば

、
「冷
」

に

つ
い
て
は

「寒

な
り
。
《
に
従
ふ
令

の
声

」

と
あ
る
。

一
方

帽涼
」

に

つ
い
て
は
、
「薄

な
り
。
水

に
從
ふ
京

の
声
」

と
言
う
。
段

玉
裁
注

に
引
く
鄭
司
農

の
説

で
は

「
涼

は
水
を

以

て
酒
に
和
す

る
な
り
」

と

い
う

こ
と

で
、
本
来

「す
ず

し

い
」

と

い
う

こ
と

で
は
な
く

「
薄

い
、
薄

め

る
」
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

こ
れ
が

「薄

め
れ
ば
則

ち
寒

を
生

じ
、

又
引
伸
し

て
寒

と
為
す
」

と

い

う

こ
と

に
な

り
、

こ
こ
で
、

「
冷
」
と

「
涼
」
が

「寒

」
と

い
う

こ
と

で
同
じ
と

い
う

こ
と
に
な

る
の
で
あ

る
。

な
お
、
段

玉
裁

注

に

引
く

『字
林
』

で
は

「涼

は
微
寒

な
り
」
、
『
集
絢
』

で
は

「
涼
」

の
字

に
注
を

し
て

「薄
寒
を
ば
涼

と

日
ふ
」
と
し

て
お
り
、

こ
れ
は

現
代

の
我

々
が
感
ず

る

「冷
」

と

「涼
」

の
字

の
違

い
に
近

い
と

思
わ
れ

る
。

し
か
し
、
基
本
的

に
は

「冷
」

と

「
涼
」

が
通
用
す

る
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バ
　

と

い
う

こ

と

は

理
解

で

き

る

で
あ

ろ

う

。

こ
れ

を

明

確

に
表

現

し

て

い
る

の
が

、
宋

代

の
韻

書

『
集

韻

』

の
次

の
文

章

で
あ

る

。

「涼

、

-

一
に

曰

は

く

、

冷

な

り

」

ま

た

、

現

在

発

行

さ

れ

て

い
る

辞

典

で
見

て

も

、

「
冷

」

の
項

に
、

「
寒

で
あ

り

、

涼

で
あ

る

。

"熱

"

　
ほ
　

と
対
立
す

る

。
」

(
『
漢
語
大
字
典
』

四
川
辞
書
出

版
社
他
)

と
あ

る
。

以
上

の
説
明

で
、

「
冷
」
と

「
涼
」
が
通
用

し
た
と

い
う

こ
と
は
証
明

で
き
た
と
考

え
る
。

さ

て
、
我

が
国

で
も

「
冷
」

の
文
字
が
、
「涼
」

と
通
用
し
た
と

い
う

こ
と
を
示
す
例
を

い
く

つ
か
挙
げ

て
み
た

い
。
ま
ず

『
万
葉
集
』

か
ら

で
あ

る
。

冷

風
之
千
江
之
浦

廻
乃
木
積
成

心
者

依
後
者
錐
不
知

あ
き
か
ぜ

ち

え

う
ら

こ

つ
み

こ
こ
ろ

よ

の
ち

し

秋
風

の
千
江

の
浦

み

の
木
積

な
す
心
は
寄

り
ぬ
後

は
知

ら
ね
ど

(
『
万
葉

集
』

巻
十

一
・
二
七

二
四
番
)

　
お
　

こ
の
「冷

風
」
を

「
あ
き
か
ぜ

」
と
読

む

の
は
、
異
説
も
あ

る
が
古
く
か

ら
の
ほ
ぼ
共
通

し
た
読

み
方

の
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
を
な
ぜ

「あ

　
ロ

　

き

か
ぜ
」
と
読
む

の
か
に

つ
い
て
、
伊
藤

博
氏

は

『
「秋
」
の
原
文

「
冷
」
は

「涼
」
の
意
。
』
と
さ
れ

る
。
こ
れ
は
、
先

に
引

用
し
た

『
集
韻
』

に
よ

っ
て
証
明

で
き

る
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

次

に
、
季
節
を
表
す
言
葉

と

い
え
ば
、
す

ぐ
に
俳
句

の
季
語
が
浮
か
ん

で
く

る
が
、
季
語
が

口
本

の
古
典

の
み
な
ら
ず
中

国

の
古
典

に
そ

の
源
を
発

し
て

い
る

こ
と
は
周
知

の
通
り

で
あ
る
。
そ

こ
で
、
そ

の
季
語
を
集
め
た
歳
時
記
を
探

し
て
み
る
。
様

々
な
歳
時
記
が

出
版
さ
れ

て

い
る
中

で
、

『
図
説
俳
句

大
歳
時
記
』

(角

川
書
店
)
は
、
考
証
が
詳
し
く
、
伝
統
的
な
解
釈
が
多
く
集
め

ら
れ
て

い
る
の

　
ロ
　

で
、
そ

の
中

の

い
く

つ
か
を
挙
げ

て
み
た

い
。

同
書

の

「
冷
や
か

」

の
項

で
あ

る
。

連

『
至
宝
抄
』
(天
正

一
三
)
『花

火
草
』
(寛
永

一
三
)
以
下

に
七
月
。
た
だ

し
、
『
通
俗
志
』
(享

保

三
)
『磨
』
(安
永

六
)
に
は

「
冷
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や

か

」

を

七

月

、

「
冷

え

る
」

を

兼

三
秋

と

し
、

…

…

『忘

貝

』

(弘

化

四
)

に

は

「
風

冷

や

か
」

を

ヒ

月

、

「冷

や

か
」

を
兼

三

秋

と

す

る

。

…
…

○

『
御

傘

』

(慶

安

四
)

に

「
ひ

や
や

か
、
初

秋

の

こ
と

な

り

。

暮

秋

に

は
か

な

は
ず

」

…

…

◎

一「
三
湖

抄

』

(寛

文

四
)

に

「
"ひ

や

や

か
"

は
初

秋

な

り
。

…

-
・
"涼

し

き

"

は

、

八

月

末

よ

り

九

月
末

ま

で
。
」

…

…

◎

『
温
故

日
録

』

に

「
冷

や

や

か

と

い
う

詞

、

初

秋

な

り
」

-
…

・●
連

『
産

衣

』

(
元

禄

一

一
)

に

「初

秋

に
限

る

な

り

、
仲

秋

の

は

じ

め

ま

で
苦

し

か

る

ま

じ

き

な

り

」

○

『
滑

稽

雑

談

』

に

㎜
説

文

に

云
、

冷

は
寒

な

り
。

(
中

略

)

同

(連

歌

新

式

)

秘

抄

に
云

、

"
ひ
や

や
か

"

は
秋

な

り

。
初

秋

に
用

ふ

べ
し

。

…

:
こ

ご

こ

に
挙

げ

ら

れ

た

例

を

見

る

と

は

、

多

く

「冷

や

か

」

を

初

秋

と

し

て

い
る

こ
と

が

分

か

る
。

つ
ま

り

、

「冷

」

の
文

字

を

初

秋

と

と

る

の
が

伝

統

的

な

解

釈

だ

と
考

え

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

そ

の
原

因

は
、

『
礼

記

』

月
令

の

「
涼

風
」

に

関

し

て
、

」冷

」

と

■
涼

」

と

を

通

用

し

て

い
た

か

ら

と
考

え

ら

れ

る

の

で
は

な

い
で
あ

ろ

う
か

。

特

に
、

『
忘

貝

』

の

一風

冷

や

か

」

を

ヒ

月

と

し

て

い
る

の

は
、

明

確

に

「冷

」

と

一涼

」

と

の
通

用

を

証

明

し

て

い
る
と

考

え

ら
れ

る
。

以

上

、

噛
冷

」

と

「
涼

」

と
が

通

用

し

、

「
山

月

記

」

の

「
冷

風

」

は

「涼

風

」

の
意

味

で
あ

る

と

い
う

こ
と

を

述

べ

る
と

と

も

に
、

口

本

で

は

[冷

風
」

を

ヒ

月

と

す

る
伝

統

の
あ

る

こ
と

に

つ

い
て
も

述

べ
た

。

こ
れ

ら

の

こ
と

か

ら
も

「山

月

記
」

の
文

章

は
初

秋

し

月

の

こ

と

で
あ

る

と

い
う

推

定

は

可
能

で
あ

ろ

う

。

白

露

に

つ

い

て

次
に

「
白
露
」

に

つ
い
て
考

え

て
み
た

い
。

[
露
」

と

い
え
ば
色

は
白

と

い
う

こ
と

で
、
何

ら
疑

問

の
起
き

そ
う
も
な

い
よ
う
な
気



も
す
る
が
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
次
の
詩
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

月
夜
憶
舎
弟

月
夜
舎
弟
を
憶
ふ

杜
甫

戌
鼓
断
人
行

戌
鼓
人
行
断

へ

辺
秋

一
雁
声

辺
秋

一
雁
の
声

露
従
今
夜
白

露
は
今
夜
よ
り
白
く

月
是
故
郷
明

月
は
是
れ
故
郷
も
明
ら
か
な
ら
ん

(唐
詩
三
百
首
)

杜
甫
の
五
言
律
詩
の
前
半
で
あ
る
。
「露
は
今
夜
よ
り
白
く
」
な
る
の
は
な
ぜ
か
。
実
は
今
日
が
白
露
節
だ
か
ら
で
あ
る
。
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陪
費
侍
御
涯
霊
雲
池

白
露
先
時
降
、

清
川
思
不
窮

・
(中
略
)
…

夕
陽
連
積
水

萱
侍
御
に
陪
し
て
霊
雲
池
に
浸
ぶ

白
露
時
に
先
ん
じ
て
降
り

清
川
思
ひ
窮
は
ま
ら
ず

夕
陽
積
水
に
連
な
り

高
適
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辺
色
満
秋
空

辺
色
秋
空
に
満

つ

(唐
詩
選
)

高
適

の
五
言
排

律

の

一
部

で
あ

る
。

「白
露
時

に
先

ん
じ
て
降

り
」

と

い
う

の
は
、
季
節
は
秋

で
は
あ

る
が
白
露
節

の
前

な

の
に
、
白

い
露
が
降

り
た
と

い
う

の
で
あ
り
、

白
露

は
白

露
節

に
な

っ
て
降
り

る
と

い
う

の
が
前
提

の
表

現
で
あ
る
。

次

に
、
蘇
東
披

の

「赤

壁

の
賦
」
も
引
用

し
て
み
る
。

赤
壁
賦

蘇
東
岐

　ヨ

壬
戌

の
秋
、
七

月
既
望

、
蘇

子
客
と
舟
を
涯

べ
て
、
赤
壁

の
下
に
遊
ぶ

。

…
…
白
露
江

に
横
は
り
、
水
光
天

に
接

す
。

-
-

こ
の
文
章

に
書

か
れ
た

の
は
、
元
豊

五

(
一
〇
八

二
)
年
、
壬
戌

の
年

の
秋

、
七
月

の
十
六

日

(
既
望

)

の
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
日

に
、
白
露

に
よ

っ
て
発
生

し
た
も
や
が
水

面

に
横

た
わ

っ
て

い
る
と

い
う

の

で
あ

る
。

『礼

記
』
月
令

の
孟
秋

七
月
と

一
致

し
た
記
述

と
言
え

る
。

こ
の
よ
う

に
白
露

と

い
う

の
は
、
漢
文

の
文
章
中

で
は
普
通
あ

る
特
定

の
時
期

に
使
用
さ
れ
る
も

の
な

の
で
あ

る
。

そ
の

特

定

の
時
期
と
は
も
ち

ろ
ん
二
十

四
節
気

の
中

の
白

露
節

(現
在

の
太
陽
暦

で
は
九

月
八

・九

日
頃
)

で
あ

る
。

さ

て
現
代

で
も
、
天
気
予
報
な
ど

で

二
十

四
節
気

に

つ
い
て
は
よ
く
触
れ

ら
れ
る
。
し
か
し
、
古

い
時
代

の
人

に
と

っ
て
は
二
十

四

節
気

は
現
代

の
我
々
よ
り
も
も

っ
と
身
近

な
、
日
常
生

活

に
密
着
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、

二
十

四
節
気
が
太

陽

の
運
行

に
も

と
つ

い
た
も

の
で
あ
り
、
季
節

の
変
化
を
明
確

に
示
す

も

の
だ
か
ら

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、

二
十

四
節
気

に
現
れ
る
白
露
を
他

の
季

節

に
用

い
る
と

い
う

こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

そ
れ
を

理
解
し

て
い
た
筆
者
は
、
当
然

そ
う

い
う
意
味

で
こ
の
言
葉

を
使

用
し
て

い
た
は

ず

な
の

で
あ

る
。



し
か

し
、

二
十

四
節
気

を
調

べ
て
み
る
と
、
私
が
述

べ
た
初
秋
七
月
と

矛
盾
す

る
記
述
が
あ

る

こ
と

に
す
ぐ
気
が
付
く

で
あ

ろ
う
。

で
は
、

二
十

四
節
気

と
は
何
か
、
そ

の
矛
盾
は
な
ぜ
な

の
か
、

こ
の
点

に

つ
い
て
説
明
を
し
た

い
。

二
十
四
節
気
と
太
陰
太
陽
暦
の
基
本

135 「山 月記」 の季節につい て

前
節

で
は
白
露
節

に

つ
い
て
述

べ
た
が
、

ま
ず

二
十

四
節
気
を
挙
げ

て
み
る
。

一
.十

四
節
気寒 白 立 小 芒 立 清 啓 立

露 露 秋 暑 種 夏 明 蟄 春

九 八 七 六 五 四 三 二 正

月 月 月 月 月 月 月 月 月
へ へ け け 　ヤコ んぬコhYr'　 ゆ 　 タ

即 即 即 即 即 即 即 即 艮P

こ

こ

で
は

、
そ

も

そ

も

二
十

四
節

気

と

は
何

か

と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
、
述

べ

て
み

た

い
。

霜 秋 処 大 夏 小 穀 春 雨
降 分 暑 暑 至 満 雨 分 水

正
月
中

二
月
中

三
月
ヰ

四
月
中

五
月
中

六
月
中

七
月
中

八
月
中

九
月
中
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立
冬

十

月
節

小
雪

十

月
中

大

雪

十

一
月
節

冬
至

十

一
月
中

小
寒

十

二
月
節

大
寒

十

二
月
中

前
述

の
矛
盾

と
は
、
白
露
が
七

月
で
は
な
く

八
月
節

と
な

っ
て

い
る
こ
と

で
あ

る
。
白
露
が
八
月
な
ら
ば

、
蘇
東
城

の
詩
の
七
月
と

い
う

の
は
成
り
立

た
な
く
な
る

で
あ
ろ

う
。

こ
の
点

の
説
明
が

で
き
な
け
れ
ば
、
私

の
説
も
成

り
立

た
な

い
こ
と
と
な
る
。

そ

こ
で
、

こ
の
点

に

つ
い
て
説

明
を

し
た

い
。

(響

二
十

四
節
気

に

つ
い
て
は
、

現
在
使

わ
れ

て

い
る
名
称
が
古
く
か
ら
存
在

し
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
そ

の
成
立
は
か
な
り
古

い
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

二
十

四
節
気

に
よ

っ
て
、

い
わ
ゆ

る
太
陰
太
陽
暦

(
旧
暦
)

の
置
閏
法
が
完
成
し
た
と
考

え
ら
れ

る
か
ら

で
あ

る
。

ハむ

周
知

の
よ
う

に
太
陰
太

陽
暦

で
は
、
月

の
動

き
を
中
心

に
し

て
暦
を
作

る
。
月
は
見
か
け
上
、
地
球
を
約

二
十
九

・五

日
で

一
周
す

る

の
で
、

一
か
月

は
小

の
月
が

二
十
九

日
、

大

の
月
が

三
十

日
と
な
る
。

こ
の
計

算

で
い
く
と
、

一
年
は
お

お
よ

そ
三
五

四
日
と
な

り
、
太

陽
暦

の
三
六

五
日
と
十

]
日
の
誤
差
が

で
き
る
。

こ
の
誤
差
を
そ

の
ま
ま

に
し

て
お
く
と
、
数
年
後
に
は
月
と
季
節
の
関
係
が

　ぢ

大

き
く
ず

れ

て
し
ま
う
。
そ

こ
で
、
季
節

の
ず

れ
を
無
く
す

よ
う

に
考

え
ら
れ
た

の
が
、
閏
月

で
あ
る
。

で
は
閏
月
は
ど

の
よ
う
に
し

て
決

め
ら
れ
る

の
か
。

そ

こ
で
作

り
出

さ
れ

た
の
が
、

二
十

四
節
気

で
あ

る
。
季
節

の
ず
れ
を
無
く
す
た
め

に
は
、
太
陽

の
動
き
を
観

測

し
、
そ
れ

に
従

っ
て
調
整

を
行
う
必
要

が
あ

る
。
太
陽

の
動

き
は
、
冬

至
か
ら
次

の
冬

至
ま

で
、
約

三
六
五

・
二
五
日
あ

る
が
、
そ

れ
を

二
十

四
等
分

し
、
冬
至
を
最
初
と

し
て
時
間
上

で
同

一
の
間
隔
を
挟
む

二
十

四
の
点
を
決

め
る
。

こ
れ
が
、
二
十

四
節
気

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て

二
十

四
節
気

は
本
来
時

間
上

の
あ

る
点

で
あ

る
が
、
普
通
そ

の
点
を
含

ん
だ

日
を
言
う
。
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さ

て
そ

の
上

で
、
太
陰
太
陽
暦

で
は
各

々
の
月
を
ど

の
よ
う

に
し

て
決
定

す
る

の
か
と

い
う
と
、

二
十

四
節
気
を
十

二
か
月
に
配
当

し
、
そ
れ
を
節

と
中

と
す

る
、

(
前
掲

の
二
十

四
節
気
を
参

照
)

そ
の
上

で
、

「
○
月
中
」

を
含

ん
だ

月
を
○
月
と
す

る
。
正
月
を
例
に

と
る
と
、
雨
水

(
正
月
中
)
を
含

む
月
が
正
月

で
あ

る
が
、
立
春

(正
月
節

)
は
必
ず

し
も
正
月
で
は
な

い
。
そ

こ
で
、

(
23

)

年

の
う
ち

に
春

は
来

に
け
り

ひ
と
と
せ
を
去
年
と
や

い
は
ん
今
年

と
や

い
は
ん

(『
古
今
和
歌
集
』
春
)

と

い
う
よ
う
な
歌
が
詠
ま

れ
る

こ
と
に
な

る
の
で
あ

る
。

さ

て
、
約

三
六

五
・
二
五

日
を

二
十

四
等
分
す
る
と
、
節
気

と
節
気

の
間

は
約
十
五

・
二
二
日
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
二

つ
の
節
気

の

間
は
約

三
十

・
四
四

日
と

な
り
、
太
陰
太

陽
暦

の
大

の
月

の
三
十

日
よ
り
も
多
く
な

る
。

つ
ま
り
、

三
十

日

(
あ
る

い
は

二
十
九
日
)

の
中

に
、
節
気
が

一
回
し
か
な

い
月
が

で
き

る
こ
と

に
な

る
。
そ

の
時

、
そ

の
唯

一
の
節
気
が
○
月
中

の
場
合
は
そ

の
月
と
な
り
、
○

月
節

で
あ

る
場
合

は
閏
月
と
な

っ
て
、
前
月

と
同
じ
月
が
閏
月

と
し

て
置
か
れ
る

の
で
あ
る
。

(十
九
年

に
七

同
生

じ
る
の
で
、
十
九

年

七
閏
の
法

と
言
う
。
)

こ
れ
を
白
露

の
場
合

で
説
明
す

る
と
、
白
露
は
八
月
節

で
あ
り
、
秋
分

が
八
月
中

な
の
で
、
白
露
節

は
太
陰
太
陽
暦

で
は
七
月
か
八

月

に
な
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

「山

月
記
」

の
場
合

に
当

て
は
め

て
み
る
と
、

三

つ
の
場
合
が
考

え
ら
れ
る
。

そ
れ
を
次

の
表
を
見

な
が
ら
考

え
て
み
る
。
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処
暑

七
月
中

白
露

八
月
節

秋
分

八
月
中

A八 七　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　レ く 　 　　 　 　 　 　 　 　

月 月

B八 七一 一一 一 一 一 →レ

月 月 く一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

C
↑

七
月

閏
七
月　

閏
七
月

八
月↓

A
は
白

露
節

が
八
月
に
な
る
場
合

で
あ

る
。

こ
の
場
合
、
八
月
中

の
秋
分
が
月

の
後
半

に
来

る
の
で
、
白
露
節
は
月

の
前
半
と
な

る
。

]
節
気

を
十

五
日
間
と
考

え
、
白
露
節
を

月
の
半
ば

の
直
前

に
す
れ
ば
、
な

ん
と
か
残
月
と

の
矛
盾

は
生
じ
な

い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し

こ
の
場
合

、
前
述

の
初
秋

七
月
を
表
す

「冷

風
」

と

の
間

に
矛
盾
を
生

じ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

A
は

「山

月
記
」

で
は
該
当

し
な

い
こ
と
に
な
る
。

B
は
白

露
節
が
月

の
後
半

に
来

る
七

月
で
あ

る
。

こ
の
場
合
は
残
月
及
び
冷

風
と
の
矛
盾

は
生
じ
な

い
。
C
は

閏
七
月

で
あ

る
。
前
述

し
た
よ
う

に

こ
の
場
合

は
処

暑
と
秋
分

の
間
が
約

三
十

・
四
四
口

で
あ

る
か
ら
、
処

暑
は
月
末
、
秋
分
は
月
の



初

め
と
な
り
、
白
露
節
は
満
月

の
十

五

日
ま
た
は
翌
十
六

日
頃
で
あ

る
。

こ
の
場
合
も
、

一
節
気
を
十
五
日
と
考

え
れ
ば

、
そ
の
後

の

残

月
は
矛
盾
し
な

い
。
た
だ
し
、
閏
七
月
と

い
う

の
は
、
前
述

の
よ
う

に
十
九
年
間

の
中

で
七

同
生
じ

る
閏
月
が
、
十

二
か
月
の
中

の

ハぢ

七

月
に
な

る
と

い
う

こ
と

で
あ
り
、
そ

の
確
率
は
非
常

に
低

い
の
で
あ

る
。

以
上

を
ま
と
め
る

と
、

「白

露
」
と

「
冷
風
」

の
二

つ
の
言
葉
を
満
足
さ

せ
る

の
は
、
太
陰
太
陽
暦

の
七

月
と
考
え
ら
れ

る
と

い
う

こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
に
、
先
述
し
た
残
月

の
条
件
を
加

え
る
と
、
太
陰
太

陽
暦
孟
秋
七

月
の
十
八

日
頃
か
ら

二
十

五
日
頃
ま

で
の
間
と

い
う

こ
と
に
な

る
。

な
お
付
け
加

え
れ
ば
、
先
程
述

べ
た
季
夏

の
六
月

に

「涼

風
」
が
吹

き
出
す

の
が

矛
盾

し
な

い
と

い
う

の
も
、
立
秋
が
七
月
節
だ
か

ら
な

の
で
あ

る
。
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ま
と
め

以
上
、

「白
露
」
と

「
冷
風
」

の
語
か
ら
、

「山

月
記
」

で
の
李
徴
と
衰

修
の
出
会

い
は
、
太
陰
太
陽
暦

(旧
暦
)

の
七
月

の
十
八

日

頃
か
ら

二
十

五
日
頃
ま

で
の
間

で
あ

る
と

い
う

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
作
者

は

『
礼
記
』

月
令

の
初
秋

の
記
事

の
基
づ

い

て
、

「白
露

は
地

に
し
げ
く
、
樹

間
を
渡

る
冷
風
は
既
に
暁

の
近

き
を
告
げ

て

い
た
。
」

と
記
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

そ
し
て

こ
れ
は
、
暦

の
方
面
か
ら
見

て
も
正
し

い
表

現
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

私
が

「
山

月
記
」

を
読
み
、
「
白
露

」
と

欄
冷
風
」

と

い
う
言
葉

を
見

て
で
す
ぐ

に
思

っ
た

の
は
、
李

徴
と
衰
修

の
出
会

い
は
単

に

秋
だ
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
漢
文

の
世

界
で
は
当
然

の
表
現
と
思

っ
て

い
た
か
ら

で
あ
る
が
、
様

々
な
書
物
を
見

て
も
、
秋
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と
断
定

し
て

い
る
も

の
は
見
当
た

ら
ず
、

「
秋
か
?
」

と
疑
問

に
し
て

い
る
も

の
を
見
か
け
る
だ
け

で
あ

っ
た
。
私

に
は
中
島
敦
が

こ

の
作
品
を
書
く
時

に
、
季
節
を
あ

い
ま

い
に
し

て
い
る
と
は
全

く
考

え
ら
れ
な

い
か

っ
た

し
、

こ
の
話

で
、
季
節
感
が
無
視
さ
れ

て
い

る
と
も
全
く
考

え
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
そ

こ
で
、
『礼
記
』

月
令
等
を
参
照

し
な
が
ら
、
考
察
を
し
た
の
が
小
論

で
あ

る
。
最
初
、

単

に
秋

と

の
み
思

っ
て

い
た

の
が
、
秋

の
中

で
も
孟
秋
七

月

の
十

八
日
頃

か
ら
二
十
五

日
頃
ま

で
の
間
と
狭
く
限
定

で
き
た

の
は
、
作

者
が

「白
露
」

「冷

風
」

そ
し

て

「残

月
」

と
、
漢
文

の
世
界

で
の
三
口葉
遣

い
を
明
確

に
意
識

し
て
使

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

日
本

の
文
学

の
中

に
、
漢
文

の
世
界

の
影
響
が
あ

る
と

い
う

こ
と

は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。

し
か

し
な
が
ら
、
そ
れ
を

一
つ

一
つ
検
証
す
る

の
は
な
か
な
か
困
難

な

こ
と
で
は
あ

る
。
小
論
は
そ

の
検
証
を
行
お
う
と
し
た

一
つ
と
言

え
る
。
小
論
が
漢
文

と

日
本

の
古
典

の
影
響
関
係

に

つ
い
て
の
理
解

の

一
助
と
な
れ
ば
、
筆
者
と
し

て
は
望
外

の
喜
び

で
あ

る
。

[注

]

(
1
)

一
般

に
言
わ
れ

る
現
代
文

の
定
番
教
材

と
は
、
各
教
科
書
会

社
が
出
し

て

い
る
現
代
文

の
教
科
書

に
多
く
取
ら
れ

て
い
る
も

の
を
さ
す
。
具
体
的
に

は
、

一
年

生

の
教
科
書

で
は
芥
川
龍
之
介

の

「
羅
生
門
」
、

二
年
生

の
教
科

書

で
は
中

島
敦

の

「
山
月
記
」

や
、
夏
目
漱

石
の

「
こ
こ
ろ
」
、
三
年

の
教

科
書

で
は
森
鴎
外

の

「
舞
姫
」
な
ど

で
あ
る
。

(
2
)

例
え
ば

、
明
治
書
院

の

「
現
代
文
」

平
成
十
年
版
検
定
済
教
科
書
用

の
指
導
書

に
は

こ
れ
に

つ
い
て
は

一
言
も
触
れ
ら
れ
て

い
な

い
。

私

は
、
高
校

の
指

導
書

に
も
触
れ
る
機
会

が
あ
る
。
高
校

の
指
導

書
は
、
各
項

目
の
筆

者
が
様

々
な
資

料
を
広
く
探

し

て
、

ほ
ぼ

定
説
と
さ
れ
る
も

の
を
記

し
た
も

の
で
あ

る
。

そ

こ
に
、

こ
の
よ
う

な
重

要
な
点

に

つ
い
て

の
記
述
が

な

い
と

い
う

こ
と
は
、
定
説
が
な

い
と
言

っ
て
よ

い
と
、
私

は
考
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え
て
い
る
。

(
3
)

『
研
究
資
料
現
代

日
本
文
学

2
』

(
明
治
書
院

)
四
七
頁

(
4
)

前
述

の
、

明
治

書
院

の
指

導
書

で
は
、

こ
れ
に

つ
い
て
も

一
言
も
触

れ
ら

れ

て
お
ら
ず
、

現
場

で
は
朧
西
と
號
略

の
関
係

に

つ
い
て
混
乱
が
生

じ
て

い
る
よ
う

で
あ
る
。

(
5
)

朧
西
李

徴
、
皇
族
子
、
家
於

號
略
。

(新
釈
漢
文
大
系

『
唐
代
伝
奇
』

(明
治
書
院
)

一
ヒ
五
頁
。
)

以
下
、

「
人
虎
伝
」
の
引
用
は
、
同
書

に
よ
る
。

(
6
)

高
禍

神
尭

大
聖
大
光
孝
皇
帝

、
誰
淵

、
字
叔
徳
、
姓
李
氏
、
朧

西
成
紀
人
也
。

(中

略
)
(
父

の
)
仁
公
生
高
祖
於

長
安
。

(
『
新
唐
書
』
高
祖
本
紀
)

(
7
)

孟
秋
之

月
、
日
在
翼
、
昏
建
星
中
、
旦
畢
中
、
其

日
庚
申
、
其
帝
少
曝

、
其
神
蓉
収
、
其
轟
毛
、
其
音
商
、
律
中
夷
則
、
其
敷
九
、
其
、味
辛
、
其
臭
腱
、

其

祀
門
、
祭
先

肝
。
涼
風
至
、
白

露
降

、
寒
蝉
鳴
、
鷹

乃
祭
鳥
。
用
始
行
鐵
。

…
…

(
8
)

『
図
説
俳
句
大
歳
時
記

春
』
角
川
書
店

昭
和
三
九
年

(
9
)

『
古
今
和
歌
集
』

の
最
初
は
、
後
掲

の
在
原
元
方

の
歌

(注

20
参

照
)

で
、
十

二
月
中

に
山-
,春

の
来
た

こ
と
を
詠

ん
だ
歌

で
あ
る
が
、

二
番

目
は
紀
貰

之

の

「
春
立
ち
け

る

日
に
よ
め
る
」

の
言
葉
書

き
の
あ
る

「
袖

ひ
ち

て
む
す
び

し
水

の

こ
ほ
れ
る
を
春
立

つ
け
ふ

の
風
や
と
く

ら
む
」

で
あ

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は

『
礼
記
』

月
令

孟
春

の
月

の

「東

風
解
氷
」

の
影
響
が
指
摘
さ
れ

て
お
り

(
『
古
今
和
歌
集
』
新

日
本
古
典
文
学
大
系

小
島
憲
之

・
新
井

栄
蔵

校

注

岩
波
書
店

一
九
八
九
年

一
九
頁
)
、
ま
た
秋

の
最
初

の
歌

で
あ
る
藤
原
敏
行

の
歌

(
注

12
参
照
)

に
も
月
令

の
影
響

が
指
摘
さ
れ

て

い
る

(
同
書
六

五
頁
)
。

こ
れ
ら
は

一
例

で
あ
り
、
月
令

と

『
古
今
和
歌
集
』

の
春
夏
秋
冬

の
部
立
て

の
関
係

は
深

い
と
思
わ
れ
る
。

(
10
)

し
た
が

っ
て
、

ま
だ
太

陽
の
出

て
い
な

い
真

っ
暗

な
中

で
、
李
徴

は
哀
惨

を
認
め

る
の
で
あ
り
、
不
思
議
な

設
定

の
よ
う
な
気
も
す
る
が
、
虎

は
ネ

コ
科

で
夜
行
性

の
動
物

で
あ

る
と

い
う

こ
と
で
理
解
し

て
お

い
て
よ

い
の
か
も
し
れ
な

い
。

(
n
)

距

日
冬
至

四
十

五

日
條

風
至
。

條
風
至

四
十

五
日
明
庶

風
至
。
明
庶

風
至

四
十

五
日
清
明
風
至
。
清
明
風
至

四
十

五
日
景
風
至
。
景
風
至

四
十

五
日
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涼
風
至
。
涼

風
至

四
十
五
日
閻
閤
風
至
。
閻
闇
風
至
四
十

五
日
不
悶
風
至
。
不

周
風
至

四
十
五
日
広
莫
風
至
。

(『
潅
南
子
』
天
文
訓
)

(
12
)

『
古
今
和
歌

集
』

秋
歌
上

の
、
藤
原
敏
行

の
こ
の
和
歌

に
は

「
秋
立

つ
日
よ
め
る
」

の
詞
書

き
が
あ

る
の
で
立
秋

の
日

の
歌

で
あ
る
。

(
13
)

以
下
、
引
用
し
た

『
説
文
解
字
』

及
び

そ

の
注
釈
等

の
原
文

は
次

の
通
り

「
寒
也
。
從

《
令

声
」
・
「
薄
也
。
從
水
京
声
」

(
『
説
文
解
字
』
)
、
「涼

以
水

和
酒
也
」
・
「
薄
則
生

寒
、
又
引
伸

為
寒
」

(
『
説
文
解
字
』
段
注
)
、
「
涼
微
寒
、也
」

(
『
字
林

』
)
、

「薄
寒

日
涼
」

(
「
集
絢
』
)

(
14
)

韻
書

と
は
、
字
書

の

一
種

で
あ
る
が
、
韻

に
よ

っ
て
分
類

し
た
も

の
を
言
う
。

な
お
、
引
用
し
た
文

の
原
文

は
次

の
通

り
で
あ

る
。

「
涼
、
佐
也
。
詩
涼
彼
武
王
。

一
日
、
冷
也
。
」

(
『
集
韻
』
)

(
15
)

「
寒

;
涼
。

同

"熱
"
相
対
。
」

(
『
漢
語
大
字
典
』

四
川
辞
書
出
版
社
他
)

(
16
)

『
万
葉
集
残
考
』

(
高
井
宣
風
著
)

で
は
、

「
こ
が
ら
し
」
と
読
む
べ
き
と
す
る
。

(
17
)

『
萬
葉
集
繹
注
』
六

集
英
社

一
九
九

七
年

三
五
八
頁

(
18
)

『
図
説
俳
句
大
歳
時
記

秋
』
角
川
書
店

昭
和
三
九
年

二
七
頁
参

照

(
19
)

壬
戌
之
秋

、
七
月
既
望

、
蘇

子
与
客
江
舟
、
遊
於
赤
壁
之
下
。

…
…
白
露
横
江
、
水
光
接

天
。
…
…

(経
進
東
肢
文
集
事
略
)

(
20
)

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
拙
考

「管
子
幼
官
篇

に

つ
い
て
i

三
十
節
気
を
中
心

に
ー
」

(
日
本
中

国
学
会
報
第

四
十

二
集

一
九
九
〇
年
)
参
照
。

(
21
)

月

が
地
球

を

一
周
す

る

の
は
、
約

二
十

八

日
で
あ

る
。

た
だ

し
、

地
球

が
太

陽

の
周
囲

を
移
動

し

て

い
る
た

め
に
、
満

月

か
ら
満

月
ま

で
の
間
は

二
十
九

・五

日
に
な

る
。

(
22
)

こ
の
ず

れ
を
考
え
ず
、
閏

月
を

置
か
ず

に

一
年

を
三
百

五
十

四
日

で
計
算

し
て

い
る

の
が
本
当

の
太

陰
暦

で
あ

っ
て
、
イ

ス
ラ
ム
暦
が
そ
う
で
あ
る

と
言
う
。



(
23
)

『
古
今

和
歌
集
』
・
春
歌
上

(
24
)

『
中

国
史

暦

日
和
中

西
暦
日
剴
照
表
』

(
上
海
辞
書

出
版
社

一
九
八
七
年

)
で
、
天
宝
元

(七

四
二
)
年

か
ら
大
暦
十

四

四
十
年
を
調

べ
た
と

こ
ろ

で
も
、
閏
七

月
は
存
在
し
な
か

っ
た
。

そ
れ
ほ
ど
確
率
的

に
は
低

い
こ
と
な

の
で
あ
る
。

(七

八
〇
)
年

ま
で
の
約
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