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秋
彼
岸
会 

暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
の
好
時
節 

当 
山 
住 

持 

 

本
年
も
秋
彼
岸
の
好
時
節
が
訪
れ
ま
し

た
。
春
秋
の
両
彼
岸
は
お
盆
と
あ
わ
せ
て
ご

先
祖
様
の
追
善
報
恩
供
養
に
、
自
分
自
身
の

心
の
修
養
・
勉
強
に
伝
統
的
に
親
し
ま
れ
継

承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
日
本
人
の
国

民
生
活
の
中
に
も
浸
透
し
、
両
彼
岸
の
「
中

日
」
は
国
民
の
祝
日
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

         

        こ
れ
は
「
彼
岸
」
は
、
日
本
仏
教
の
根
本
的
な

教
え
で
あ
る
先
祖
供
養
を
中
心
に
、
生
か
さ

れ
て
い
る
自
分
た
ち
も
お
悟
り
の
世
界
・
平

和
な
世
界
へ
到
る
心
の
修
養
期
間
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
、
大
切
な
教
え
・
柱
と
し
て
日
常

生
活
の
中
に
活
か
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
と
存
じ
ま
す
。 

「
彼
岸
」
の
意
義
は
、
お
彼
岸
の
た
び
に
布

教
教
化
申
し
上
げ
て
い
ま
す
が
、
イ
ン
ド
の

言
葉
「
波
羅
蜜
多―

パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
」
が

「
到
彼
岸

と

う

ひ

が

ん

」
と
訳
さ
れ
、
悩
み
や
苦
し
み
多
き

こ
ち
ら
の
岸
（
此
岸

し

が

ん

）
か
ら
お
悟
り
の
理
想
の

岸
（
彼
岸
）
に
到
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

春
分
の
日
・
秋
分
の
日
を
「
中
日
」
と
し
、

こ
の
日
は
昼
と
夜
が
等
し
く
同
じ
長
さ
に
な

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
お
釈
迦
様

の
教
え
の
一
つ
で
あ
る
「
中

道

ち
ゅ
う
ど
う

」
に
通
じ
る

思
想
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に

か
た
よ
ら
な
い
。
こ
だ
わ
ら
な
い
。
両
極
端
に

執
着
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
今
の
世
の
中
は
何
か
に
つ
け

て
思
う
に
ま
ま
な
ら
な
い
お
釈
迦
様
が
説
か

れ
る
「
四
苦
八
苦
」
の
苦
の
娑
婆
の
一
例
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
現
況
と
し
て
、
世
界

的
に
大
流
行
し
人
び
と
を
不
安
と
苦
悩
へ
と

追
い
込
ん
だ
コ
ロ
ナ
禍
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

未
だ
に
終
息
せ
ず
、
そ
の
影
響
は
深
刻
で
、
大

切
な
命
や
健
康
に
も
不
安
を
抱
え
、
経
済
的

に
も
厳
し
く
、
物
心
共
に
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の

日
常
生
活
に
は
ほ
ど
遠
い
状
態
で
す
。
人
間

世
界
の
中
心
は
い
う
ま
も
な
く
「
心
」
で
す
か

ら
、
こ
の
環
境
下
に
あ
っ
て
お
互
い
に
ス
ト

レ
ス
が
重
な
り
、
大
切
な
心
が
反
応
し
て
大

変
苦
し
い
現
実
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
仏
教
の
教
理
は
二
千
五
百
年
以
上
の

時
を
超
え
て
今
も
な
お
、
私
た
ち
の
日
常
生

活
の
中
に
活
か
さ
れ
支
え
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
お
釈
迦
様
は
人
び
と
の
病
に
応
じ
て

薬
（
教
え
）
を
与
え
る
「
応
病
与
薬
」
の
心
の

名
医
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
秋

彼
岸
に
ち
な
み
、
仏
教
の
平
和
へ
の
お
導
き

で
あ
る
六
波
羅
蜜

ろ

く

は

ら

み

つ

（
布
施―

施
し
・
持
戒

じ

か

い―

規

律
を
守
る
・
忍
辱

に
ん
に
く―

が
ま
ん
・
精
進―

努
力
・

禅

定

ぜ
ん
じ
ょ
う―

心
の
安
定
・
智
惠―

正
し
い
判
断
）

を
少
し
で
も
勉
強
実
践
し
、
此
岸
か
ら
彼
岸

へ
と
到
る
こ
と
が
出
来
ま
す
よ
う
に
。 
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第
六
回
は
、「
お
経
」
に
つ
い
て
学
ん
で
み

ま
し
ょ
う
。
今
回
は
、
日
ご
ろ
、
ご
法
事
な

ど
の
ご
先
祖
様
の
ご
供
養
に
お
読
み
し
て
い

る
お
も
な
お
経
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

◆
 

八
万
四
千

は

ち

ま

ん

し

せ

ん

の
法
門

ほ
う
も
ん 

「
八
万
四
千
の
法
門
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。「
八
万
四
千
」
は
と
て
も
多
い
と
い

う
こ
と
。
「
法
門
」
は
仏
法
・
仏
教
の
入
口
。

そ
の
入
口
に
人
び
と
を
導
く
た
め
の
教
え
で

す
。
お
経
は
、
お
釈
迦
様
や
祖
師
方
が
説
か

れ
た
教
え
で
す
か
ら
、
「
八
万
四
千
の
お
経
」

と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。 

お
釈
迦
様
は
お
医
者
様
が
病
気
の
人
に
薬

を
与
え
る
よ
う
に
、
一
人
ひ
と
り
に
ふ
さ
わ

し
い
教
え
を
説
か
れ
ま
し
た
（
応

病

お
う
び
ょ
う

与よ

薬や
く

）
。

で
す
か
ら
、
教
え
を
求
め
る
人
の
数
だ
け
の

教
え
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
「
八
万
四
千

の
法
門
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

     

 

◆
 

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経

ま

か

は

ん

に

ゃ

は

ら

み

っ

た

し

ん

ぎ

ょ

う 

『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
（
般
若
心
経
）
』

は
、
お
そ
ら
く
日
本
で
も
っ
と
も
多
く
の
人
に

知
ら
れ
、
親
し
ま
れ
て
い
る
お
経
で
し
ょ
う
。 

わ
ず
か
二
六
二
文
字
に
「
空く

う

」
の
教
え
が
説

か
れ
て
い
ま
す
。
「
空
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
ご
と
・
存
在
は
実
体
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

つ
ね
に
変
化
し
続
け
て
い
て
不
変
の
も
の
は

な
い
と
い
こ
と
。
そ
の
真
実
を
学
び
、
執
着
か

ら
離
れ
る
こ
と
が
ゆ
る
ぎ
な
い
安
心
の
生
き

方
だ
と
導
い
て
い
ま
す
。 

 

◆
 

観
音
経

か
ん
の
ん
ぎ
ょ
う 

正
式
に
は
『
妙
法
蓮
華
経

み
ょ
う
ほ
う
れ
ん
げ
き
ょ
う

観
世
音
菩
薩

か

ん

ぜ

お

ん

ぼ

さ

つ

普
門

ふ

も

ん

品ぼ
ん

（
偈げ

）
』
と
い
い
ま
す
。『
妙
法
蓮
華
経

み
ょ
う
ほ
う
れ
ん
げ
き
ょ
う

』
と

は
、
『
法
華
経

ほ
け
き
ょ
う

』
の
こ
と
。
『
法
華
経
』
は
全
部

で
二
十
八
の
章
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
を
「
品ほ

ん

」

と
呼
び
ま
す
。
で
す
か
ら
、『
妙
法
蓮
華
経
（
法

華
経
）
』
の
中
の
「
観
世
音
菩
薩
普
門
」
と
い
う

品
（
章
）
が
こ
の
お
経
に
あ
た
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
お
経
の
偈
文

げ

も

ん

が
「
世
尊

せ

そ

ん

妙

相

み
ょ
う
そ
う

具ぐ

」
と
は
じ

ま
る
の
で
、
そ
の
頭
の
二
字
か
ら
「
世
尊
偈

せ

そ

ん

げ

」

と
も
い
わ
れ
ま
す
。「
偈
文
」
と
は
、
本
文
に
つ

づ
く
、
本
文
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
漢
詩
に
し
た
も

の
で
す
。 

こ
の
お
経
に
は
、「
念
彼
観
音
力

ね
ん
ぴ
ー
か
ん
の
ん
り
き

」
と
い
う
フ

レ
ー
ズ
が
た
び
た
び
登
場
し
ま
す
。
観
音
様
の

お
力
を
心
に
深
く
念
ず
れ
ば
、
き
っ
と
観
音
様

が
困
難
か
ら
救
っ
て
お
導
き
く
だ
さ
る
と
、
一

般
的
に
は
解
釈
さ
れ
ま
す
。 

観
音
様
は
、「
観
世
音
菩
薩
」
の
名
の
ご
と
く
、

世
界
中
を
観
じ
そ
の
音
や
人
び
と
の
心
の
声
に

耳
を
傾
け
、
大
慈
悲
心
を
も
っ
て
わ
た
し
た
ち

を
悩
み
や
苦
し
み
迷
い
か
ら
救
っ
て
く
だ
さ
る

菩
薩
様
で
す
。
そ
の
功
徳
が
説
か
れ
た
お
経
と

い
え
ま
し
ょ
う
。 

 

◆
 

『
修
証
義

し
ゅ
し
ょ
う
ぎ

』
全
五
章 

『
修
証
義
』
は
、
道
元
禅
師
様
が
著
わ
さ
れ

た
『
正
法
眼
蔵

し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

』
か
ら
一
般
の
皆
様
に
も
わ
か

り
や
す
い
お
言
葉
を
抜
粋
し
て
編
集
さ
れ
た

曹
洞
宗
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
和
文
の
お
経
で
す
。『
般

若
心
経
』
や
『
観
音
経
』
は
木
魚
を
つ
き
ま
す

が
、『
修
証
義
』
は
木
魚
を
使
い
ま
せ
ん
。
一
八

九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。 

『
修
証
義
』
の
修
は
修
行
、
証
は
お
さ
と
り

の
意
味
で
す
。
道
元
禅
師
様
は
修
行
と
お
さ
と

り
は
一
つ
と
説
か
れ
ま
す
。
修
行
の
結
果
と
し

て
お
さ
と
り
を
得
る
の
で
は
な
く
、
修
行
し
て

い
る
姿
そ
の
ま
ま
が
お
さ
と
り
の
姿
と
い
う
こ

と
。
修
行
す
る
と
こ
ろ
に
、
お
さ
と
り
は
す
で

に
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、

教
理
や
理
論
を
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
実
践
が 

わ
た
し
た
ち
の

曹
洞
宗

そ
う
と
う
し
ゅ
う 

「
お
経
」
に
つ
い
て 
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重
ん
じ
ら
れ
ま
す
。『
修
証
義
』
は
、
お
釈
迦

様
の
正
伝
の
仏
法
を
正
し
く
学
び
、
そ
の
教

え
に
も
と
づ
い
た
日
常
底
の
実
践
に
つ
い
て

説
か
れ
て
い
る
お
経
な
の
で
す
。 

⚫
 

第
一
章
「
総
序

そ
う
じ
ょ

」 

『
修
証
義
』
全
体
の
総
論
、
序
文
的
な
位
置

付
け
。
仏
教
の
基
本
的
な
教
理
（
今
生
か
さ

れ
て
い
る
こ
と
の
尊
さ
に
気
づ
き
、
今
こ
こ

を
ど
う
生
き
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
）

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

⚫
 

第
二
章
「
懺
悔

さ

ん

げ

滅
罪

め
つ
ざ
い

」 

懺
悔
は
「
ざ
ん
げ
」
で
は
な
く
、「
さ
ん
げ
」

と
読
み
ま
す
。 

              

わ
た
し
た
ち
は
、
大
な
り
小
な
り
、
気
づ
か

な
い
う
ち
に
罪
や
過
ち
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
罪
と
い
う
と
、
重

た
く
感
じ
ま
す
が
、
日
常
生
活
の
中
で
、
自
己

中
心
的
な
行
な
い
・
言
葉
・
お
も
い
が
、
誰
か
を

傷
つ
け
、
自
分
自
身
を
も
苦
し
め
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
。
日
常
を
ふ
り
返

っ
た
と
き
、
悔
い
改
め
ね
ば
と
気
づ
く
こ
と
は
、

誰
し
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

い
う
自
分
に
気
づ
き
、
過
去
の
過
ち
を
心
か
ら

反
省
し
て
そ
の
過
ち
を
く
り
返
す
ま
い
と
誓

う
こ
と
が
「
懺
悔
」
と
い
え
ま
し
ょ
う
。 

ほ
と
け
様
に
は
隠
し
ご
と
も
、
ご
ま
か
し
も

で
き
ま
せ
ん
。
ほ
と
け
様
に
心
か
ら
の
懺
悔
を

し
た
な
ら
ば
、
ほ
と
け
様
は
見
守
り
導
い
て
く

だ
さ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

⚫
 

第
三
章
「
受
戒
入
位

じ
ゅ
か
い
に
ゅ
う
い

」 

「
戒か

い

」
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。
戒
と

は
、
お
釈
迦
様
が
示
さ
れ
た
心
豊
か
に
正
し
く

生
き
る
道
し
る
べ
と
な
る
教
え
で
す
。
こ
の
戒

に
し
た
が
っ
て
生
き
る
こ
と
が
、
ほ
と
け
様
の

道
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ゆ
る
ぎ
な

い
や
す
ら
ぎ
の
道
な
の
で
す
。 

⚫
 

第
四
章
「
発
願

ほ
つ
が
ん

利
生

り
し
ょ
う

」 

自
分
よ
り
も
他
の
人
び
と
の
し
あ
わ
せ
を
願

う
生
き
方―

菩
薩

ぼ

さ

つ

行
ぎ
ょ
う―

に
つ
い
て
。
そ
の
具
体

的
な
実
践
と
し
て
「
四し

摂
法

し
ょ
う
ぼ
う

（
布
施

ふ

せ―

見
返
り

を
求
め
な
い
物
心
の
施
し
・
愛
語

あ

い

ご―

い
つ
く
し

み
と
思
い
や
り
の
言
葉
・
利り

行
ぎ
ょ
う―

他
の
人
び
と

の
た
め
に
・
同
事

ど

う

じ―

自
分
の
こ
と
と
し
て
考
え

相
手
と
一
つ
に
な
る
）
」
の
教
え
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。 

⚫
 

第
五
章
「
行
持

ぎ
ょ
う
じ

報
恩

ほ
う
お
ん

」 

わ
た
し
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
や
ご

縁
に
支
え
ら
れ
て
、
今
こ
こ
に
生
か
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
う
し
た
あ
ら
ゆ
る
ご
縁
へ
の
感
謝
の

気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
そ
の
ご
恩
に
報
い
る
生
き

方
を
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
今
こ
こ

を
な
お
ざ
り
に
せ
ず
、
て
い
ね
い
に
全
力
で
生

き
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
報
恩
の
生
き
方
な
の

で
す
。 

 

お
経
の
本
を
ご
希
望
の
方
は
、
お
て
ら
で
も

お
わ
け
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
ま
せ
。 
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お
経
の
読
み
方 

曹
洞
宗
の
お
経
に
は
、
特
別
な
読
み
方
や

難
し
い
節
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
大
勢

で
の
読
経
で
は
、
一
人
だ
け
大
き
な
声
を
出

し
た
り
、
遅
速
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

お
互
い
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
声
の
大
き
さ

や
お
経
の
ス
ピ
ー
ド
を
合
わ
せ
て
い
く
。
そ

れ
が
「
お
経
を
耳
で
読
む
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

御
本
山
で
の
お
つ
と
め
は
、
百
名
以
上
の
雲

水
さ
ん
が
お
経
を
読
ん
で
い
て
も
一
つ
に
聞

こ
え
ま
す
。
荘
厳
に
も
感
じ
る
そ
の
重
厚
な

響
き
は
、
ま
さ
に
「
仏
音
声

ぶ
つ
お
ん
じ
ょ
う―

ほ
と
け
様
の

ハ
ー
モ
ニ
ー
」
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

読
経
供
養
は
、
ほ
と
け
様
に
お
も
い
を
寄

せ
て
、
声
に
出
す
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
す
。

そ
し
て
、
一
言
一
句
の
意
味
を
考
え
な
が
ら

で
は
な
く
、
お
経
を
読
む
と
い
う
こ
と
に
専

心
す
る
こ
と
で
す
。
は
じ
め
は
、
誰
で
も
間

違
え
た
り
、
つ
か
え
た
り
し
て
し
ま
う
も
の

で
す
。
く
り
返
し
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
難

し
い
言
葉
に
も
慣
れ
、
ス
ム
ー
ズ
に
読
め
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
毎
朝
お
仏
壇
に
お
ま
い

り
す
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
心
が
落
ち
着
か

な
い
と
き
、
一
つ
で
も
一
行
で
も
声
に
出
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
心
の
や
す

ら
ぎ
と
ほ
と
け
様
と
の
感
応
道
交
が
き
っ
と

あ
る
は
ず
で
す
。 

（
副
住
職
し
る
す
） 

こ
れ
か
ら
の

し
ん
せ
い
じ
の
行
持 

ど
な
た
で
も
参
加
い
た
だ
け
ま
す 

十
一
月
十
八
日 

秋
葉
火
坊
大
祭 

十
二
月
八
日 

 
 

釈
尊
成
道
会 

十
二
月
三
十
一
日 

年
越
し
坐
禅
会 

一
月
一
日 

 
 

 

元
旦
祝
祷
諷
経 

※ 

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
変
更
や
中
止
と
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

⚫
 

月
例
坐
禅
会 

毎
月
第
四
日
曜
日 

午
後
三
時
か
ら 

⚫
 

月
例
写
経
会 

毎
月
第
四
土
曜
日 

午
前
十
時
か
ら 

⚫
 

梅
花
講
（
御
詠
歌
）
月
二
回 

午
前
九
時
半
か
ら 

※ 
坐
禅
会
・
写
経
会
・
梅
花
講
は
、
現
在

お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

          

編 

集 

後 

記 

今
回
の
「
わ
た
し
た
ち
の
曹
洞
宗
」
は
、
お

経
に
つ
い
て
書
い
て
み
ま
し
た
。 

お
経
は
、
亡
き
人
の
た
め
に
、
ほ
と
け
様
の

た
め
に
読
む
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
じ
つ
は

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
経
は
、
お
釈
迦
様

や
祖
師
方
の
教
え
で
す
。
そ
こ
に
説
か
れ
て

い
る
の
は
、
た
っ
た
一
度
の
い
の
ち
の
今
を
最

高
に
生
き
る
生
き
方
な
の
で
す
。 

ご
先
祖
様
や
そ
れ
ぞ
れ
に
お
も
い
を
寄
せ

る
亡
き
人
と
向
き
合
う
と
き
、
不
思
議
と
謙

虚
に
な
れ
る
も
の
で
す
。
真
摯
に
謙
虚
に
自

分
自
身
を
ふ
り
か
え
っ
た
と
き
、
気
づ
き
や

反
省
が
あ
り
ま
す
。 

亡
き
人
を
ご
縁
と
し
て
、
ほ
と
け
様
の
教

え
に
出
会
う
。
そ
の
教
え
は
、
わ
た
し
た
ち
の

心
の
闇
を
照
ら
す
と
も
し
び
に
な
り
ま
す
。
そ

し
て
、
よ
り
豊
か
に
生
き
る
道
し
る
べ
に
な
り

ま
す
。
亡
き
人
の
ご
供
養
の
た
め
に
と
読
ん

だ
お
経
は
、
じ
つ
は
わ
た
し
た
ち
自
身
の
生
き

る
力
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。 

わ
た
し
た
ち
が
心
豊
か
に
、
仲
よ
く
、
し
あ

わ
せ
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
、
ご
先
祖
様
や
ほ

と
け
様
を
心
配
さ
せ
な
い
、
何
よ
り
も
よ
ろ

こ
ん
で
く
だ
さ
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
が
、

最
高
の
ご
供
養
と
い
え
ま
し
ょ
う
。 

ど
う
ぞ
、
ご
自
愛
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

編
集
小
子 

合
掌 

お
ね
が
い 

お
墓
参
り
の
お
線
香
に
つ
い
て 

境
内
墓
地
へ
の
お
参
り
の
際
、
持
参
さ
れ
た 

お
線
香
も
お
寺
で
火
を
お
つ
け
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
お
位
牌
堂
の
前
の
玄
関
に 

お
声
を
お
か
け
く
だ
さ
い
。 

火
の
用
心 

に
ご
協
力
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。 


