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朝
夕
は
幾
分
涼
し
さ
を
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
が
、
日
中
は
ま
だ
ま

だ
残
暑
が
厳
し
い
こ
の
季
節
、
檀
信
徒

の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
い
か

が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
今
年
の
夏

は
例
年
に
比
べ
て
特
に
暑
く
、
秋
の
訪

れ
を
よ
り
待
ち
遠
し
く
感
じ
て
お
り

ま
し
た
。
た
だ
、
気
温
の
変
化
で
体
調

を
崩
し
や
す
い
季
節
で
す
の
で
、
皆
様

く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。 

 

私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
昨
年
の
八

月
よ
り
東
京
別
院
さ
ん
に
お
世
話
に

な
り
始
め
て
一
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
年

間
を
通
し
て
多
く
の
行
事
に
携
わ
り
、

日
々
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
日
々
の
法

務
に
は
法
事
や
葬
儀
も
含
ま
れ
ま
す
。

先
日
私
が
葬
儀
を
勤
め
た
際
、
ご
遺
族

か
ら
こ
ん
な
質
問
を
さ
れ
ま
し
た
。 

「
葬
儀
の
最
中
、
お
坊
さ
ん
は 

何
を
し
て
い
る
の
で
す
か
」 

 
私
達
僧
侶
か
ら
し
た
ら
当
前
の
よ

う
に
し
て
い
る
葬
儀
で
す
が
、
一
般
の

方
は
分
か
ら
な
い
事
の
方
が
多
い
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
気
づ
か
さ

れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
簡
単
で
は
あ
り
ま

す
が
、
真
言
宗
の
葬
儀
に
つ
い
て
説
明

さ
せ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
存
じ
ま
す
。 

 

真
言
宗
の
葬
儀
と
は
、
一
言
で
い
う

な
ら
『
灌
頂
の
儀
式
』
で
あ
り
ま
す
。

灌
頂
と
は
、
仏
様
よ
り
法
（
教
え
）
を

授
か
り
、
仏
弟
子
と
し
て
認
め
て
い
た

だ
く
儀
式
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
は

か
つ
て
「
僧
侶
で
は
な
い
一
般
の
方
の

葬
儀
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
お
っ
し

ゃ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
真
言
宗

で
は
枕
経
と
通
夜
を
経
て
、
故
人
に
仏

弟
子
と
し
て
仏
門
に
入
っ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
そ
の
最
終
儀
式
が
灌
頂
（
葬

儀
）
で
あ
り
ま
す
。
私
や
住
職
は
、
高

野
山
に
て
灌
頂
を
受
け
、
お
大
師
様
よ

り
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
真
言
宗
最
極

の
秘
印
と
真
言
を
、
阿
闍
梨
様
よ
り
お

授
け
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
真

言
宗
の
僧
侶
で
あ
れ
ば
例
外
な
く
で

す
。
そ
の
儀
式
を
簡
略
し
た
も
の
が
葬

儀
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
葬
儀

で
は
私
達
が
授
か
り
ま
し
た
秘
印
と

真
言
を
、
皆
様
へ
お
授
け
し
、
仏
弟
子

と
し
て
最
終
的
に
弥
勒
菩
薩
様
の
浄

土
へ
往
生
し
て
い
た
だ
く
の
で
あ
り

ま
す
。
弥
勒
浄
土
に
は
お
大
師
様
も
お

ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
お
大
師
様
と
共
に

修
行
を
す
る
わ
け
で
す
。 

 

こ
れ
が
真
言
宗
の
葬
儀
の
理
屈
で

あ
り
ま
す
。
当
山
の
葬
儀
に
参
列
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
方
は
ご
存
じ
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
葬
儀
の
最
中
に
御
導
師

様
が
一
人
で
作
法
を
し
て
い
る
時
間

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
間
に
ま
さ
し
く

秘
印
と
真
言
の
お
授
け
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
故
人
様
に
と
っ
て
最
も
大
切

な
時
間
な
の
で
す
。
そ
の
他
に
も
、
他

の
僧
侶
が
読
経
し
て
い
る
間
に
、
御
導

師
様
が
様
々
な
作
法
を
し
て
お
り
ま

す
。
故
人
様
が
無
事
に
お
大
師
様
の
も

と
へ
行
け
る
よ
う
に
拝
ん
で
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。 

 

今
回
の
こ
と
で
、
一
般
の
方
に
と
っ

て
仏
教
が
い
か
に
未
知
な
も
の
で
あ

る
の
か
を
、
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
仏
教
や
仏
事
に
関
し
て
、
気
に

な
る
こ
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ

ば
、
お
気
軽
に
相
談
・
質
問
し
て
い
た

だ
け
た
ら
と
存
じ
ま
す
。
誠
心
誠
意
答

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ
、
私

達
も
皆
様
と
同
じ
一
人
の
仏
教
徒
で

あ
り
、
修
行
の
身
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

当
然
全
て
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
と
き
は
、
皆
様

が
感
じ
て
い
る
疑
問
を
一
緒
に
考
え
、

そ
し
て
、
同
じ
よ
う
に
仏
教
に
つ
い
て

学
ん
で
い
く
こ
と
が
出
来
た
ら
、
何
よ

り
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

日
々
の
影
向
を
闕
さ
ず
し
て 

処
々
の
遺
跡
を
檢
知
す 

弘

法

大

師

作

 
 

真
言
宗
の
葬
儀 

か
か 

ゆ
い
せ
き 

よ
う
ご
う 

し
ょ
し
ょ 
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年

間

行

事 

一
月 

 

厄
除
け
祈
願
大
祭 

三
月 

 

春
季
彼
岸
会
・
涅
槃
会 

四
月 

 

研
修
旅
行 

 
 

 

（
阿
字
の
子
会
主
催
） 

五
月 

 

春
季
例
祭
・
大
般
若
会 

七
月 

 

高
野
山
参
拝
旅
行 

八
月 

 
 

九
月 

 

秋
季
彼
岸
会 

十
二
月 

二
年
参
り 

お

知

ら

せ 

・
墓
地
分
譲
中 

・
傳
燈
舘
予
約
受
付
中 

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
お
電
話

に
て
申
し
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。 

☎
：
〇
二
六
三-

七
七-

二
四
二
五 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 

下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
サ
イ
ト

に
移
動
で
き
ま
す
。
※
周
り
の
方

に
広
め
て
頂
け
た
ら 

幸
い
で
す
。 

 

八
月
九
日
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ハ
ワ

イ
州
マ
ウ
イ
島
西
部
に
お
い
て
、
大
規

模
な
山
林
火
災
に
よ
る
ラ
ハ
イ
ナ
市

街
全
焼
と
い
う
未
曾
有
の
大
災
害
が

発
生
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
高
野
山

真
言
宗
最
古
の
ハ
ワ
イ
布
教
寺
院
で

あ
る｢

ラ
ハ
イ
ナ
法
光
寺｣

も
全
焼
と

い
う
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。 

高
野
山
真
言
宗
で
は
、
こ
の
度
の
災

害
に
よ
る
多
大
な
被
害
に
対
し
て
、
被

災
者
支
援
・
被
災
地
復
興
の
た
め
の
支

援
金
募
集
を
本
山
に
て
行
っ
て
お
り

ま
す
。
ご
賛
同
、
ご
協
力
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。
皆
さ
ま
の
温
か

い
ご
支
援
を
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

な
お
、
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
支
援
金

は
、
高
野
山
真
言
宗
ハ
ワ
イ
開
教
区
総

監
部
を
通
じ
て
、
ラ
ハ
イ
ナ
へ
お
届
け

い
た
し
ま
す
。 

 

ご
不
明
な
点
は
下
記
の
高
野
山
真

言
宗
国
際
局
へ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

・
募
集
期
間 

令
和
五
年 

十
二
月
三
十
一
日
（
日
）
ま
で 

・
募
集
方
法 

左
記
金
融
機
関
へ
振
込 

〔
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
〕 

 
 

口
座
名
義
： 

「
高
野
山
真
言
宗
災
害
義
捐
金 

預
り
金
部
」 

口
座
番
号
： 

〇
〇
九
二
〇―

九―

二
七
五
四
一
三 

 

〔
他
の
金
融
機
関
よ
り
振
込
〕 

銀

行

名
：
ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

金
融
機
関
コ
ー
ド

：
九
九
〇
〇 

店

番
：
〇
九
九 

預

金

種

目
：
当
座 

店

名
：
〇
九
九
店 

（
ゼ
ロ
キ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
店
） 

口

座

番

号
：
〇
二
七
五
四
一
三 

 

・
お
問
い
合
わ
せ
先 

高
野
山
真
言
宗 

国
際
局 

電
話
：
〇
七
三
六-

五
六-

一
三
〇
〇 

 
 

  

今
月
号
の
お
言
葉
は
、
真
言
宗
の
開

祖
で
あ
り
、
高
野
山
を
開
山
さ
れ
た
弘

法
大
師
空
海
和
尚
の
お
言
葉
で
す
。 

 

こ
ち
ら
は
高
野
山
の
入
口
に
立
つ

『
大
門
』
の
柱
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
お

言
葉
で
す
。
影
向
と
は
、
仏
様
が
仮
の

姿
で
人
々
を
救
い
に
現
れ
る
事
で
、
遺

跡
と
は
お
大
師
様
が
全
国
行
脚
で
訪

れ
た
足
跡
の
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、 

 
 

｢

お
大
師
さ
ま
は
、
毎
日
奥
の
院
の

御
廟
か
ら
姿
を
現
さ
れ
、
全
国
の
所
々

を
巡
っ
て
は
、
私
達
を
お
救
い
く
だ
さ

っ
て
い
る
」 

と
い
う
意
味
で
あ
り
、
同
行
二
人
の

信
仰
を
表
し
て
い
ま
す
。  

お
大
師
様
の
御
入
定
か
ら
約
千
二

百
年
が
経
ち
ま
す
が
、
お
大
師
様
が
私

達
を
思
う
気
持
ち
は
、
確
か
に
今
も
残

っ
て
お
り
、
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い

ま
す
。
私
達
が
手
を
合
わ
せ
れ
ば
、
お

大
師
様
も
必
ず
そ
の
想
い
に
答
え
て
、

傍
に
い
て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
が
同
行
二

人
と
い
う
こ
と
で
す
。 

ハ
ワ
イ
・マ
ウ
イ
島 

ラ
ハ
イ
ナ
大
火
災 

今
回
の
お
言
葉 


