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涼
し
げ
な
風
鈴
の
音
が
聞
こ
え
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
日
に
日
に
暑
く
な
っ

て
ま
い
り
ま
す
が
、
夏
な
ら
で
は
の
過
ご
し
方
を
楽
し
み
た
い
も
の
で
す
。 

 

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
電
力
不
足
に
陥
っ
て
か
ら
、
エ
ア
コ
ン
に
頼
り
き
っ
て

い
た
日
本
人
に
も
節
電
の
意
識
が
高
ま
り
、
昔
な
が
ら
の
暑
さ
を
凌
ぐ
方
法
が
見

直
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
簾
や
よ
し
ず
で
日
光
を
遮
り
、
う
ち
わ
で
風
を
つ
く

り
、
行
水
を
し
て
汗
を
洗
い
流
す
。
な
か
で
も
朝
夕
に
ま
く
打
ち
水
は
、
気
温
を

下
げ
る
の
に
大
変
効
果
的
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

「
涼
を
と
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
暑
さ
を
し
の
ぐ
意
味
だ
け
で
な
く
人
々
の
生

活
の
知
恵
に
よ
っ
て
涼
し
さ
を
創
り
だ
す
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
生
活
の
知
恵
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

季
節
な
ら
で
は
の
風
情
が
あ
ふ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

風
鈴
の
音
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
ね
。
チ
リ
ン
チ
リ
ン
と
風
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ

る
そ
の
音
は
、
暑
さ
を
一
瞬
忘
れ
ら
れ
る
涼
し
さ
を
運
ん
で
く
れ
ま
す
。
同
時
に

「
い
ま
、
こ
こ
」
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
音
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
い
ま
吹
く
風
に
揺
ら
れ
て
響
く
音
、
そ
の
音
色
を
聞
い
て
い
る
私
、
ど
ち
ら

も
「
い
ま
、
こ
こ
」
に
同
時
に
存
在
し
て
い
ま
す
。 

最
近
で
は
軒
下
に
風
鈴
を
吊
る
す
家
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
道
す
が
ら

ふ
と
聞
こ
え
る
風
鈴
の
音
に
足
を
と
め
て
み
る
と
、「
い
ま
、
こ
こ
」
に
あ
る
自
分

を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

今
年
の
夏
は
、
西
光
寺
で
も
風
鈴
を
吊
る
し
て
風
の
響
き
を
感
じ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
近
く
に
お
立
ち
寄
り
の
際
に
は
、
風
鈴
の
音
色
に
耳
を
澄
ま
せ
て
み

て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                    

●●●●
今
月
今
月
今
月
今
月
のののの
言
葉
言
葉
言
葉
言
葉
●●●● 

先
月
の
西
光
寺
だ
よ
り
の
●
今
月
の
言
葉
●
は
、「
雅
楽
と
本
願
寺
」
と
い
う
テ

ー
マ
で
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
た
ち
の
日
常
の
中
で
何
気
な
く
使
っ

て
い
る
言
葉
の
中
に
、
そ
の
雅
楽
か
ら
派
生
し
た
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す

の
で
、
今
月
は
「
雅
楽
か
ら
き
た
言
葉
」
と
し
て
少
し
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 

・
塩
梅
（
あ
ん
ば
い
） 

一
般
的
に
は
、
料
理
で
の
塩
と
梅
酢
の
加
減
か
ら
き
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
雅

楽
で
古
く
か
ら
、
篳
篥
の
奏
法
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
孔
（
穴
）
の
音
で
も
、

吹
く
息
の
量
や
唇
の
位
置
を
加
減
す
る
事
で
、
近
似
す
る
音
程
へ
徐
々
に
移
行
す

る
一
種
の
ポ
リ
タ
メ
ン
ト
。
音
程
に
幅
が
出
せ
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
と
慎
重
に
音
程

を
変
更
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
具
合
を
測
り
つ
つ
物
事
を
進
め
る
さ
ま
を
表
す
。 

こ
の
奏
法
を
「
塩
梅
」
と
い
い
、
雅
楽
用
語
で
は
「
え
ん
ば
い
」
と
読
み
ま
す
。 

 

・
野
暮
（
や
ぼ
） 

雅
楽
に
使
用
さ
れ
る
笙
と
い
う
楽
器
は
十
七
本
の
竹
管
で
出
来
て
い
ま
す
。
そ
の

う
ち
の
十
五
本
は
音
が
鳴
り
ま
す
が
、
二
本
は
鳴
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
で
も

◆◆◆◆
七七七七
・・・・
八八八八
月月月月
のののの
行
事
行
事
行
事
行
事
◆◆◆◆    

 
 

 
 

 
 
 

・ 

八
月 

十
五
日
（
木
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盂
蘭
盆
会
法
要

盂
蘭
盆
会
法
要

盂
蘭
盆
会
法
要

盂
蘭
盆
会
法
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午
後
六
時
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西
光
寺
本
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取
り
除
か
れ
る
こ
と
な
く
楽
器
の
一
部
分
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
鳴
ら
な

い
二
本
の
竹
管
名
を
「
也
」
「
毛
」
と
言
い
、
そ
の
「
や
」
「
も
う
」
が
少
し
ず
つ

な
ま
り
、
変
化
し
て
「
や
ぼ
」
に
な
り
、
無
駄
な
こ
と
や
、
世
情
に
疎
く
人
情
の

機
微
を
解
さ
な
い
事
を
言
う
よ
う
に
な
り
、「
野
暮
」
の
当
て
字
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

 

 

・
打
ち
合
わ
せ
（
う
ち
あ
わ
せ
） 

雅
楽
で
は
合
奏
す
る
こ
と
を
打
楽
器
が
定
め
る
拍
節
に
合
わ
せ
る
こ
と
か
ら
「
打

合
せ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
転
じ
て
物
事
が
う
ま
く
運
ぶ
、
ぴ
っ
た

り
合
う
よ
う
に
、
事
前
に
相
談
す
る
事
を
言
う
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。 

 

・
ろ
れ
つ
が
回
ら
な
い 

雅
楽
の
旋
法
に
は
、「
呂
」（
ろ
）
と
「
律
」（
り
つ
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
音
階
に
基
づ
い
て
演
奏
さ
れ
ま
す
。
そ
の
「
呂
」「
律
」
の
音
階
を
間
違
え

る
と
訳
の
わ
か
ら
な
い
曲
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、「
ろ
り
つ
」
が
変
化
し
て
、

 

こ
の
言
葉
が
で
き
、
言
葉
の
調
子
（
旋
律
）
が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
言
う
よ

う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

・
楽
屋
（
が
く
や
） 

雅
楽
で
は
演
奏
す
る
曲
の
こ
と
を
「
楽
」
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
舞
楽
の
時
、
楽

人
が
楽
を
演
奏
す
る
場
所
を
「
楽
屋
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
の
場
所
で
は
舞
人
が

装
束
を
整
え
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
役
者
な
ど
が
衣
装
や
化
粧
等
の
準
備
を
す
る
場
所
を
言
う
よ
う
に
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

・
調
子
（
ち
ょ
う
し
） 

雅
楽
に
は
《
調
子
》
と
呼
ば
れ
る
楽
が
あ
り
ま
す
。
古
く
は
こ
の
楽
を
奏
し
て
い

る
間
に
絃
楽
器
は
管
楽
器
の
音
に
合
わ
せ
て
絃
を
調
絃
し
ま
し
た
。 

こ
れ
が
転
じ
て
、
相
手
と
話
を
合
わ
せ
て
さ
か
ら
わ
な
い
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な

っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。 

ま
た
物
事
が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
『
調
子
が
悪
い
』
な
ど
と
言
い
ま
す
。 

 

・
頭
取
（
と
う
ど
り
） 

頭
取
の
語
源
は
雅
楽
か
ら
き
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
銀
行
の
ト
ッ
プ
を
頭

取
と
呼
び
ま
す
が
、
こ
れ
は
雅
楽
演
奏
時
に
お
け
る
各
楽
器
の
主
席
奏
者
の
呼
び

名
「
音
頭
」（
お
ん
ど
う
）
か
ら
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
雅
楽
の
ほ
と
ん
ど
の
楽
が

笛
の
音
頭
よ
り
始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
音
頭
は
い
わ
ば
、
各
楽
器
の
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
「
音
頭
を
取
る
」
と
い
う
意
味
で
、
音
頭
取
り
…
頭
取
…
と
な
っ
た
と
い
う

説
が
有
力
だ
そ
う
で
す
。 

 

・
こ
つ 

雅
楽
器
の
笙
は
十
七
本
の
竹
で
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
竹
に
は
、
金
属

の
響
銅
（
さ
は
り
）
で
作
っ
た
リ
ー
ド
が
付
い
て
い
て
、
出
る
音
に
も
そ
れ
ぞ
れ

固
有
の
名
前
が
付
い
て
い
ま
す
。
「
乞
」
（
こ
つ
）
と
い
う
音
は
と
て
も
出
し
に
く

い
事
か
ら
、
そ
の
言
葉
が
出
た
と
も
言
わ
れ
、
こ
れ
が
転
じ
て
、
物
事
を
す
る
場

合
の
か
ん
ど
こ
ろ
、
要
領
と
言
う
意
味
の
言
葉
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

・
千
秋
楽
（
せ
ん
し
ゅ
う
ら
く
） 

雅
楽
の
楽
の
中
に
《
千
秋
楽
》
と
い
う
曲
が
あ
り
ま
す
。
我
が
国
で
つ
く
ら
れ
た

楽
で
あ
り
、
仏
教
の
法
要
の
最
後
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
曲
で
あ
り
、
舞
楽
法
会
な

ど
最
後
に
演
奏
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
。 

こ
れ
が
転
じ
て
、
物
事
の
終
わ
り
、
芝
居
や
相
撲
な
ど
の
興
行
の
最
終
日
を
言
う

よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。    
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