
　

古
代
（
奈
良
・
平
安
時
代
）
の
九
月
は

暦こ
よ
みの

上
で
は
秋
の
終
わ
り
を
意
味
し
ま
す

が
、
農
事
の
面
で
は
収
穫
に
関
わ
る
多
忙
な

時
期
で
し
た
。
新
暦
で
は
十
月
十
一
日
か
ら

十
一
月
九
日
頃
に
当
た
り
ま
す
。こ
の
時
期
は
、

落お
ち
ぼ
ひ
ろ

穂
拾
い
や
稲
干
し
・
籾も
み

干ほ

し
な
ど
に
も
時

間
と
労
力
が
さ
か
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

古
代
の
納
税
方
法
で
も
あ
る
米
の
取
り

扱
い
、
収
納
方
法
に
は
穎え
い

稲と
う

と
穀こ
く

稲と
う

の
二

種
類
が
あ
り
ま
し
た
。
穎え

い

稲と
う

と
は
稲
穂
の

ま
ま
穂ほ

く
び首

狩が

り
し
、
干
し
て
倉
に
収
納
す

る
方
法
で
す
。
穀こ

く

稲と
う

と
は
、
現
代
の
よ
う

に
米
粒
に
し
て
倉
に
収
納
す
る
方
法
を
言

い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
収
め
る
郡
の
役
所
に

は
「
正し

ょ
う
そ
う倉

」
と
呼
ば
れ
る
高
床
式
の
倉
庫
が

十
数
棟
並
ん
で
い
ま
し
た
。
Ｊ
Ｒ
石
橋
駅
東

口
の
付
近
で
確
認
さ
れ
た
推
定
河か

わ
ち
ぐ
ん
が

内
郡
衙
の

多た
こ
う功
遺
跡
や
駅
か
ら
北
東
へ
約
三
㎞
の
国
史

跡
上か

み
こ
う
ぬ
し
も
ば
ら
か
ん
が

神
主
茂
原
官
衙
遺
跡
で
も
複
数
の
倉
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
旦
、
郡
の
倉
に
納

め
ら
れ
た
税
は
、
郡
の
歳
入
以
外
は
国
府
の

倉
へ
運
ば
れ
、
さ
ら
に
下
野
国
府
か
ら
平

へ
い
じ
ょ
う城

京き
ょ
うへ
と
（
国
税
と
し
て
）
運
ば
れ
て
行
き
ま

し
た
。
決
ま
り
で
は
下
野
国
か
ら
平
城
京
ま

で
、
東と
う
さ
ん
ど
う

山
道
経
由
で
三
十
五
日
以
内
に
運
ぶ

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
国
府
に
も
複
数

の
倉
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
複
数

の
正
倉
は
、「
動ど

う
そ
う倉

」
と
「
不ふ
ど
う
そ
う

動
倉
」
と
に
分

か
れ
て
い
ま
し
た
。
動
倉
は
通
常
の
税
の
運

用
収
支
の
た
め
に
使
わ
れ
る
倉
で
、「
不
動
倉
」

は
、
災
害
時
や
飢き

き
ん饉

な
ど
の
天
候
不
順
に
伴

う
非ひ

じ
ょ
う
よ
う

常
用
備び
ち
く蓄

倉そ
う
こ庫

と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
時
代
、
気
象
衛
星
も
無
く
災
害
を

予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
し
た
。当
時
の
人
々

に
と
っ
て
災さ
い
が
い害
予よ
ち
ょ
う兆
は
将
に
神か
み
わ
ざ業
的
な
こ
と

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

九
月
一
日
は
防
災
の
日
で
す
が
、
昭
和

三
十
五
（
一
九
六
〇
）
年
に
大
正
十
二

（
一
九
二
三
）
年
の
関
東
大
震
災
を
忘
れ
な
い

よ
う
、当
時
の
国
土
庁（
現
在
の
国
土
交
通
省
）

で
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
南
河
内
町
史
近
現
代

編
に
は
、
現
在
の
下
野
市
域
で
も
こ
の
日
七

回
の
余
震
を
体
感
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
歴
史
上
九
月
は
、
台
風
に
よ
る
大

き
な
被
害
の
発
生
し
た
月
で
も
あ
り
ま
す
。

明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
九
月
に
は
、
房

総
半
島
か
ら
足
尾
方
面
に
か
け
て
台
風
が
通

過
し
、
栃
木
県
で
も
二
百
名
を
超
す
犠
牲
者

が
出
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
時
、
中
禅
寺

湖
に
土
石
流
が
流
れ
込
み
、
三
ｍ
を
超
す
高

波
に
よ
っ
て
神
橋
と
大だ

い
や谷

橋
が
流
失
し
、
神

橋
の
擬ぎ

ぼ

し
宝
珠
が
鬼
怒
川
右
岸
の
吉
田
地
区
に

流
れ
着
い
た
と
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
筑
波
山
で
は
最
大
風
速
七
二
ｍ
が

観
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
被
害
で
日
光
道

中
小
金
井
宿
（
新
庁
舎
建
設
地
付
近
）
の
杉

並
木
が
倒
れ
た
と
い
う
伝
聞
が
あ
る
こ
と
を

昨
年
度
の
新
庁
舎
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
の

際
、
付
近
の
住
民
方
か
ら
お
伺
い
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
新
庁
舎
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
で

は
い
つ
の
も
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
か
な

り
の
大
木
が
北
側
に
根
こ
そ
ぎ
倒
れ
た
「
風ふ

う

倒と
う

木ぼ
く

痕こ
ん

」
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
根
の
規
模

は
直
径
四
ｍ
も
あ
る
よ
う
な
大
木
で
、
恐
ら

く
数
千
年
以
上
前
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

北
側
に
倒
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
台
風
に
よ
る

も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

下
野
市
は
大
き
な
自
然
災
害
の
少
な
い
住

み
や
す
い
街
で
す
が
、
寺
田
寅
彦
先
生
の
言

葉
の
よ
う
に
、
歴
史
は
自
然
に
対
し
決
し
て

油
断
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ

ま
す
。
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