
お
彼
岸
を
む
か
え
て

　
夏
の
暑
さ
は
ま
だ
続
い
て
い
ま
す
が
、
秋
の
お
彼
岸
の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

　
秋
分
や
　
日
の
入
り
拝
む
　
桑
畑
　
　
　（
青
淵
）

　
畑
作
業
の
あ
と
、
夕
陽
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ
せ
て
い
る
様
子
が
目
に
浮
か
び

ま
す
。

　
お
彼
岸
の
中
日
は
秋
分
の
日
で
あ
り
祝
日
で
す
。
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

で
は
、
秋
分
の
日
の
こ
と
を
「
祖
先
を
う
や
ま
い
、
な
く
な
っ
た
人
々
を
し
の
ぶ
」

と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
も
お
寺
や
お
墓
に
お
参
り
に
行
く
機
会
が
増
え

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　「
終
活
」
と
い
う
言
葉
は
、
二
〇
一
二
年
の
新
語
・
流
行
語
大
賞
ト
ッ
プ
テ
ン
に

選
出
さ
れ
て
以
来
、
す
っ
か
り
一
般
的
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、

新
聞
、
書
籍
、
ネ
ッ
ト
な
ど
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
調

べ
て
み
る
と
、
人
生
の
最
期
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
の
準
備
や
、
そ
こ
に
向
け
た

人
生
の
ま
と
め
を
意
味
す
る
言
葉
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
延
命
治

療
や
財
産
分
与
、
葬
儀
、
ペ
ッ
ト
な
ど
に
始
ま
り
、
お
仏
壇
や
お
墓
の
準
備
ま
で
の
、

よ
り
よ
い
最
期
を
迎
え
た
い
と
い
う
思
い
が
、
現
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
で
す
が
、
肝
心
な
こ
と
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？
　
そ
れ
は
自
ら
が
、『
ど
こ
に

行
く
の
か
』
と
、
い
う
こ
と
で
す
。
い
ま
ま
で
い
く
つ
か
終
活
の
相
談
を
受
け
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
行
き
先
に
つ
い
て
は
、
一
度
も
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
肝
心
の
自
分
自
身
の
行
く
先
を
決
め
て
い
な
い
の
で
す
。

　
誰
も
が
必
ず
迎
え
る
そ
の
最
期
の
時
、
地
獄
に
行
き
た
い
と
い
う
方
は
お
ら
れ

な
い
で
し
ょ
う
。
迷
い
や
苦
し
み
の
な
い
極
楽
へ
行
く
た
め
に
は
、
お
念
仏
を
称

え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
真
西
に
太
陽
が
沈
み
ゆ
く
こ
の
お
彼
岸
の
一
週
間
。
夕

陽
の
向
こ
う
に
あ
る
極
楽
に
想
い
を
は
せ
、
ま
た
先
立
た
れ
た
方
を
思
い
、
し
っ

か
り
と
声
に
出
し
て
、
よ
り
一
層
お
念
仏
に
励
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
無
阿
弥
陀
佛

　
　
　
令
和
五
年
九
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