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暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で 
 

 
 

当 

山 

住 

持 
 

暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
の
「
秋
彼
岸
」
が

め
ぐ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
年
の
夏
も

年
々
深
刻
に
な
る
温
暖
化
気
象
を
受
け
て
か
、

大
変
な
猛
暑
で
あ
り
ま
し
た
。
反
面
、
日
本

列
島
各
地
は
「
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
」

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
大
雨
、
集
中
豪
雨
に
た

び
た
び
襲
わ
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
大
自
然

の
強
威
や
天
災
の
恐
ろ
し
さ
を
い
や
と
言
う

ほ
ど
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

彼
岸
月
に
入
っ
て
も
厳
し
い
残
暑
の
中
、

九
月
八
日
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ブ
エ
ノ
ス
ア

イ
リ
ス
で
開
か
れ
た
「
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

委
員
会
総
会
」
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
（
平
成

三
十
二
）
年
の
夏
季
五
輪
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会

の
開
催
地
が
、
日
本 

東
京
に
決
定
し
ま
し
た
。

日
本
で
の
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
は
、

一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
以
来
、
五
十
六

年
、
約
半
世
紀
ぶ
り
と
な
り
ま
す
。
日
本
で

の
前
回
大
会
は
、
戦
後
日
本
の
復
興
発
展
の

大
い
な
る
活
力
と
な
り
、
日
本
中
が
元
気
づ

け
ら
れ
た
有
意
義
な
大
会
で
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
も
、
東
日
本
大
震
災
の
復
興
を
第

一
に
、
日
本
や
世
界
の
人
び
と
が
ス
ポ
ー
ツ

を
通
じ
て
心
豊
か
に
、
物
心
共
に
調
和
の
と

れ
た
、
稔
り
多
き
平
和
な
大
会
と
な
る
こ
と

を
切
に
切
に
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。 

当
山 

新
井
寺
で
は
、
お
彼
岸
を
前
に
今
月

十
六
日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
、
檀
信
徒
の

皆
様
と
共
に
曹
洞
宗
の
両
大
本
山
の
ひ
と
つ 

大
本
山
永
平
寺
を
は
じ
め
、
曹
洞
宗
ゆ
か
り

の
古
刹
で
あ
る
大
本
山
總
持
寺
祖
院
（
石
川
県

輪
島
市
）
、
永
光
寺
様
（
よ
う
こ
う
じ
石
川
県
羽
咋

市
）
、
御
誕
生
寺
様
（
福
井
県
武
生
市
）

を
報
恩

参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

に
思
い
を
こ
め
て
参
加
さ
れ
た
皆
様
に
は
、

い
よ
い
よ
信
仰
心
を
高
め
ら
れ
、
功
徳
法
悦

に
浴
さ
れ
た
こ
と
と
同
慶
至
極
に
存
じ
ま
す
。 

お
彼
岸
は
、
世
の
中
の
す
べ
て
の
人
び
と

が
平
和
で
あ
り
ま
す
よ
う
説
か
れ
て
い
る

「
心
の
修
養
期
間
」
で
す
。
ど
う
ぞ
、
皆
様

方
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
お
彼
岸
の
行
事
を

有
意
義
に
ご
精
進
く
だ
さ
い
。 
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大
本
山
永
平
寺
参
拝
と
け
い
山
禅
師
ゆ
か
り
の
お
寺
を
た
ず
ね
て 
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板橋興宗禅師様 
於、御誕生寺様ご本堂 

     

○ 

大
本
山
永
平
寺 

福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町 

 

バ
ス
に
揺
ら
れ
る
こ
と
九
時
間
半
余
り
、

午
後
三
時
半
、
無
事
に
到
着
し
た
雨
上
が
り

の
永
平
寺
は
、
し
っ
と
り
と
し
た
深
い
杉
木
立

の
中
に
わ
た
し
た
ち
を
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。

ま
ず
、
永
平
寺
歴
代
の
禅
師
様
の
墓
苑
、
「
寂

光
苑
（
じ
ゃ
っ
こ
う
え
ん
）
」
を
お
参
り
し
ま
し
た
。

寂
光
苑
に
は
、
新
井
寺
の
先
代
方
丈
様
の
お

師
匠
様 

髙
階
瓏
仙
（
永
平
寺
七
一
世
・
た
か
し
な

ろ
う
せ
ん
）
禅
師
様
も
眠
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
特
に
、
髙
階
禅
師
様
の
お
墓
に
皆
で

お
線
香
を
手
向
け
、
お
経
を
読
ん
で
お
参
り

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

永
平
寺
の
晩
は
、
入
浴
、
薬
石
（
や
く
せ
き
・

夕
飯
）
、
坐
禅
堂
で
の
坐
禅
、
講
話
、
永
平
寺

の
一
年
間
を
映
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

ビ
デ
オ
を
拝
見
し
、
九
時
に
開
枕
（
か
い
ち
ん
・

就
寝
）
。
翌
朝
は
、
三
時
二
十
分 

振
鈴
（
し
ん

れ
い
・
起
床
）
、
講
話
を
拝
聴
、
永
平
寺
で
最
も

高
い
場
所
に
あ
る
ご
本
堂
で
、
ご
開
山 

道
元

禅
師
様
に
お
焼
香
し
、
新
井
寺
参
拝
団
一
同

の
先
祖
供
養
を
お
勤
め
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

      

 

百
人
以
上
の
和
尚
さ
ん
が
読
む
お
経
は
、
重
厚

な
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
な
っ
て
心
に
響
き
ま
し
た
。

ご
供
養
の
後
、
福
山
諦
法
（
ふ
く
や
ま
た
い
ほ
う
）

禅
師
様
を
拝
問
（
は
い
も
ん
・
相
見
・
面
会
）
、
親
し

く
お
話
を
い
た
だ
き
、
記
念
撮
影
も
お
願
い
し

ま
し
た
。
そ
の
後
は
、
修
行
僧
の
方
の
ご
案
内

の
も
と
、
諸
堂
拝
観
、
小
食
（
し
ょ
う
じ
き
・
朝
食
）

を
い
た
だ
き
、
下
山
（
あ
さ
ん
・
お
い
と
ま
す
る
こ
と
）

し
ま
し
た
。
台
風
が
季
節
を
早
め
た
の
か
、 

 
永
平
寺
の
朝
は
晩
秋
の
よ
う
な
肌
寒
さ
で
し
た
。

「
ご
本
山
」「
修
行
道
場
」
と
い
う
環
境
に
重
ね
、

さ
ら
に
凛
と
し
た
空
気
の
中
で
参
拝
を
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

○ 

御
誕
生
寺
（
ご
た
ん
じ
ょ
う
じ
） 

福
井
県
越
前
市 

 

永
平
寺
か
ら
約
四
十
分
走
っ
た
と
こ
ろ
に
、

御
誕
生
寺
様
は
あ
り
ま
し
た
。
御
誕
生
寺
様
は
、

瑩
山
（
け
い
ざ
ん
）
禅
師
様
が
お
生
ま
れ
に
な
っ

た
街
に
建
て
ら
れ
た
お
寺
で
す
。
心
が
温
か
く

な
る
よ
う
な
お
顔
の
等
身
大
以
上
の
お
地
蔵
様 

と
た
く
さ
ん
の
「
猫
」
た
ち
が
迎
え
て
く
れ
ま

し
た
。
ご
本
堂
で
は
、「
大
般
若
（
だ
い
は
ん
に
ゃ
）
」 

       

と
い
う
特
別
な
法
要
を
お
勤
め
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
ご
住
職
の
板
橋
興
宗
禅
師
様
は
、
御
誕
生

寺
様
の
お
話
の
後
、
檀
信
徒
に
お
声
を
か
け
な

が
ら
百
七
歳
の
木
彫
家
・
平
櫛
田
中
（
ひ
ら
く
し

で
ん
ち
ゅ
う
）
さ
ん
の
「
六
十
、
七
十
は
な
た
れ

小
僧
、
男
盛
り
は
百
か
ら
百
か
ら
。
今
や
ら
ね

ば
い
つ
で
き
る
、
わ
し
が
や
ら
ね
ば
、
だ
れ
が

や
る
」
と
い
う
言
葉
を
紹
介
さ
れ
、
親
し
く
ご

法
話
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
温
か
い

お
茶
を
い
た
だ
き
、
ご
本
堂
の
前
で
猫
た
ち
も

一
緒
に
記
念
撮
影
。
禅
師
様
が
先
頭
に
立
ち
、

修
行
僧
の
み
な
さ
ん
と
見
送
っ
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。 

 

○ 

永
光
寺
（
よ
う
こ
う
じ
） 

石
川
県
羽
咋
（
は
く
い
）
市 

 

御
誕
生
寺
様
か
ら
バ
ス
で
二
時
間
半
弱
。
途

中
、
日
本
で
唯
一
砂
浜
を
車
で
走
る
こ
と
が
出

来
る
「
千
里
浜
な
ぎ
さ
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
イ
（
全
長 

既
報
の
通
り
、
九
月
十
六
日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
、
曹
洞
宗
の
両
大
本
山
の
ひ
と
つ
、 

 
 

大
本
山
永
平
寺
を
は
じ
め
、
曹
洞
宗
に
ゆ
か
り
の
深
い
北
陸
の
お
寺
を
参
拝
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

出
発
の
十
六
日
は
、
台
風
十
八
号
が
日
本
列
島
を
大
暴
れ
し
た
大
変
な
荒
天
と
な
り
ま
し
た
が
、

仏
さ
ま
の
ご
加
護
の
も
と
、
無
事
に
予
定
通
り
の
参
拝
旅
行
を
円
成
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 
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屋敷老師のお話を拝聴  於、永光寺様ご本堂 

今村源宗監院老師を囲んで記念写真 於、大本山總持寺祖院 

約
八
キ
ロ
）
」
の
波
打
ち
際
ド
ラ
イ
ブ
を
楽
し
み
、

永
光
寺
様
に
到
着
。
永
光
寺
様
は
、
瑩
山
禅

師
様 
開
山
（
お
寺
を
開
く
こ
と
）
、
示
寂
（
じ
じ
ゃ

く
・
亡
く
な
る
こ
と
）
の
お
寺
で
す
。
今
か
ら
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
約
七
百
年
前
、
瑩
山
禅
師
様

の
教
え
を
求
め
て
永
光
寺
様
を
た
ず
ね
来
る

人
び
と
で
で
こ
ぼ
こ
道
だ
っ
た
参
道
が
踏
み

な
ら
さ
れ
て
平
ら
に
な
る
ほ
ど
、
永
光
寺
様

は
仏
道
修
行
と
信
仰
（
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
）
の
道

場
と
し
て
、
大
い
に
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。 

ど
っ
し
り
と
し
た
趣
の
深
い
ご
本
堂
で

「
般
若
心
経
」
を
全
員
で
読
み
、
お
焼
香
。

ご
開
山 

瑩
山
禅
師
様
を
は
じ
め
、
曹
洞
宗
の

教
え
を
継
承
さ
れ
た
五
人
の
禅
師
様
を
お
参

り
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
永
光
寺
様
を
護
っ
て 

  

             

い
ら
っ
し
ゃ
る
屋
敷
智
乗
（
や
し
き 

ち
じ
ょ
う
）
老

師
か
ら
、
瑩
山
禅
師
様
の
こ
と
・
永
光
寺
様
の

歴
史
な
ど
の
お
話
を
拝
聴
。
そ
の
中
で
、
永
光

寺
様
の
開
基
様
で
あ
り
、
後
に
瑩
山
禅
師
様
の

お
弟
子
様
と
な
っ
た
黙
譜
祖
忍
（
も
く
ふ
そ
に
ん
）

様
は
、
曹
洞
宗
に
お
け
る
初
の
正
式
な
尼
僧
様

と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
お
聞
き
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
美
し
い
庭
が
見
え
る
書
院
で
お
茶
を

ご
ち
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
お
茶
の
後
、
屋
敷

老
師
の
ご
案
内
の
も
と
、
幽
玄
な
雰
囲
気
の
廻

廊
階
段
を
登
り
、
開
山
堂
「
伝
燈
院
（
で
ん
と
う

い
ん
）
」
へ
。
伝
燈
院
に
は
、
曹
洞
宗
の
礎
を
築

か
れ
た
如
浄
禅
師
様
・
道
元
禅
師
様
・
懐
弉
（
え

じ
ょ
う
）
禅
師
様
・
義
介
（
ぎ
か
い
）
禅
師
様
・
瑩

山
禅
師
様
の
五
人
の
禅
師
様
の
ご
木
像
が
お
ま

つ
り
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
木
立
の
中
、
苔
む
し

た
石
段
を
さ
ら
に
さ
ら
に
登
っ
た
奥
に
は
、
そ

の
五
人
の
禅
師
様
の
ご
遺
物
（
遺
品
）
が
納
め
ら

れ
た
「
五
老
峯
（
ご
ろ
う
ほ
う
）
」
が
あ
り
ま
し
た
。

「
よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ
」
と
息
を
切
ら
せ
て

山
上
の
五
老
峯
を
お
参
り
し
、
曹
洞
宗
の
歴
史

の
重
み
を
身
心
を
も
っ
て
感
じ
た
参
拝
と
な
り

ま
し
た
。 

○
大
本
山
総
持
寺
祖
院 

石
川
県
輪
島
市
門
前
町 

 

三
日
目
、
最
終
日
の
朝
は
、
「
輪
島
の
朝
市
」

で
買
物
の
後
、
大
本
山
総
持
寺
祖
院
へ
。
こ
の

お
寺
は
、
現
在 

鶴
見
に
あ
る
大
本
山
総
持
寺
の

も
と
の
お
寺
で
す
。
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
年 

                       

に
瑩
山
禅
師
様
が
開
創
。
明
治
三
十
一
（
一
八
九

八
）

年
四
月
十
三
日
に
火
災
に
遭
い
、
伽
藍
の

大
部
分
を
焼
失
。
こ
の
火
災
を
機
に
、
明
治
四

十
四
（
一
九
一
一
）
年
に
現
在
の
鶴
見
に
ご
本
山

の
機
能
が
移
さ
れ
、
鶴
見
の
総
持
寺
を
「
大
本

山
総
持
寺
」
、
能
登
の
総
持
寺
を
「
大
本
山
総
持

寺
祖
院
（
祖
院
）
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

平
成
十
九
年
三
月
の
能
登
半
島
地
震
で
甚
大
な

被
害
を
受
け
、
大
祖
堂
（
だ
い
そ
ど
う
・
本
堂
）
が
再

建
中
の
た
め
、
仏
殿
で
「
般
若
心
経
」
を
読
み
、 
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お
焼
香
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
来
、

大
祖
堂
に
お
ま
つ
り
さ
れ
る
道
元
禅
師
様
、
ご

開
山 
瑩
山
禅
師
様
、
二
祖 

峨
山
（
が
さ
ん
）
禅

師
様
の
ご
眞
像
（
お
像
）
と
ご
眞
牌
（
お
位
牌
）

が
大
祖
堂
再
建
中
の
た
め
、
仏
殿
に
ご
遷
座
さ

れ
て
お
り
、
特
別
に
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
後
、
歴
代
禅
師
様

の
お
写
真
が
か
け
ら
れ
て
い
る
お
部
屋
で
、
今

村
源
宗
監
院
（
い
ま
む
ら
げ
ん
し
ゅ
う
か
ん
に
ん
）
老

師
の
ご
法
話
を
拝
聴
し
、
特
製
「
三
松
煎
餅
」

と
お
茶
を
ご
ち
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
村
老

師
は
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
、
能
登
の
歴

史
的
地
理
・
祖
院
の
歴
史
な
ど
を
詳
細
に
お
話

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
道
元
禅
師
様
の

『
正
法
眼
蔵
』
「
生
死
」
巻
か
ら
「
生
死
は
仏

の
お
ん
い
の
ち
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
引
か
れ
、

い
た
だ
い
た
命
の
大
切
さ
と
い
う
も
の
を
尊

ん
で
、
そ
の
尊
さ
を
自
分
だ
け
享
け
る
の
で
は

な
く
、
人
に
も
施
し
て
、
お
互
い
を
大
事
に
暮

ら
す
と
い
う
こ
と
を
心
が
け
て
い
た
だ
き
た

い
と
、
曹
洞
宗
の
最
も
大
切
な
教
え
に
つ
い
て

お
説
き
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
で
「
般
若
心
経
」
を
読

み
、
ご
住
職
に
あ
た
る
和
尚
様
か
ら
ご
法
話

を
い
た
だ
き
、「
お
て
ら
の
団
参
」
な
ら
で

は
の
旅
と
な
り
ま
し
た
。
ひ
と
り
で
も
多
く

の
人
と
仏
教
や
曹
洞
宗
や
お
寺
の
素
晴
ら

し
さ
を
共
有
し
た
い
と
い
う
願
い
が
か
な

っ
た
、
有
難
き
し
あ
わ
せ
な
三
日
間
で
し
た
。 

三
十
七
名
の
旅
の
友
に
、
ま
た
、
無
事
に

旅
を
円
成
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
に
感
謝

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
回
は
、
来
秋
、
副

住
職
が
修
行
し
た
愛
知
専
門
尼
僧
堂
を
お
た

ず
ね
す
る
旅
を
企
画
す
る
予
定
で
す
。 

ひ
と
り
で
も
多
く
の
皆
様
の
ご
参
加
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。 

 

 
                   

編 

集 

後 

記 

お
彼
岸
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
境

内
の
彼
岸
花
が
一
斉
に
咲
き
は
じ
め
ま
し
た
。

そ
の
時
節
が
来
た
な
ら
ば
、
必
ず
花
を
咲
か

せ
る
大
自
然
の
不
思
議
を
感
じ
な
が
ら
、
感

情
や
気
分
で
も
の
ご
と
を
ま
わ
そ
う
と
す
る

人
間
の
勝
手
さ
と
弱
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。 

永
平
寺
で
拝
聴
し
た
ご
講
話
に
、
「
仏
と
な

る
に
い
と
や
す
き
道
あ
り
。
よ
ろ
ず
を
い
と

ふ
こ
こ
ろ
な
く
、
ね
が
ふ
心
な
く
て
、
心
に

お
も
う
こ
と
な
く
、
う
れ
ふ
る
こ
と
な
き
、

こ
れ
を
仏
と
な
づ
く
」
（
『
正
法
眼
蔵
』
「
生
死
」
）
と

い
う
道
元
禅
師
様
の
お
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

祖
院
で
、
今
村
老
師
が
紹
介
さ
れ
た
言
葉
と
同

じ
出
典
の
言
葉
で
す
。「
ほ
と
け
」
と
い
う
存
在

が
い
か
な
る
も
の
か
、
い
ま
の
わ
た
し
に
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
感
情
優
先
の
人
間
の
生
き
方

と
は
、
ほ
ど
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。
け
れ
ど
も
、
力
づ
く
で
も
の
ご
と
を 

 

な
そ
う
と
す
る
、
そ
の
力
を
抜
い
て
、
す
べ
て

を
「
お
ま
か
せ
」
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
き
、

そ
こ
に
「
ほ
と
け
」
と
出
会
う
こ
と
が
出
来
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
き

な
が
ら
も
な
か
な
か
実
行
で
き
な
い
の
は
、
お

ま
か
せ
す
る
勇
気
の
な
い
自
分
の
弱
さ
と
「
我
」

の
強
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

時
節
が
ら 

ど
う
ぞ
ご
自
愛
く
だ
さ
い
ま
せ 

編
集
小
子 

合
掌 

秋
葉
火
防
大
祭
の
ご
案
内 

十
一
月
十
八
日
（
月
） 

ご
祈
祷
を
お
受
け
く
だ
さ
い 

◎ 

ご
祈
祷
の
時
間 

午
前
の
部 

十
時
半
と
十
一
時
半 

午
後
の
部 

一
時
半
と
二
時
半 

〇 
ご
祈
祷
の
時
間
は
多
少
前
後
し
ま
す 

あ
ら
か
じ
め
、
ご
了
承
願
い
ま
す 

〇 

ど
な
た
で
も
お
ま
い
り
い
た
だ
け
ま
す 

〇 

「
火
の
用
心
」
の
お
札
を
お
授
け
し
て
い

ま
す 

〇 

古
い
お
札
は
「
お
た
き
上
げ
」
い
た
し
ま

す
の
で
、
お
寺
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い 

〇 

ご
不
明
な
点
は
、
お
寺
へ
お
気
軽
に 

  

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い 

ご
参
詣
の
上
、
ご
祈
祷
を
お
受
け
い
た
だ
き
、

物
心
両
面
に
わ
た
る
秋
葉
三
尺
坊
大
権
現
様

の
ご
加
護
を
う
け
ら
れ
ま
す
よ
う
、
ご
案
内
い

た
し
ま
す
。 


