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立
秋
と
は
名
ば
か
り
の
厳
し
い
暑

さ
が
続
く
こ
の
季
節
、
檀
信
徒
の
皆
様

方
に
置
か
れ
ま
し
て
は
、
い
か
が
お
過

ご
し
で
し
ょ
う
か
。
近
頃
は
家
の
中
に

い
て
も
熱
中
症
に
か
か
る
こ
と
が
珍

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
水
分
補
給
を
し
っ

か
り
行
い
、
十
分
な
対
策
を
し
て
、
今

年
の
酷
暑
を
乗
り
切
れ
る
よ
う
に
共

に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。 

 

さ
て
、
こ
の
季
節
に
な
り
ま
す
と
多

く
の
寺
院
で
は
お
盆
の
棚
経
参
り
が

行
わ
れ
ま
す
。
平
福
寺
で
も
例
外
な
く

檀
家
各
家
を
回
り
、
お
経
を
あ
げ
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
昨
年
度
よ

り
、
私
も
住
職
と
共
に
各
家
を
回
っ
て

お
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
棚
経
と
は
な

ん
な
の
か
、
何
を
行
っ
て
い
る
の
か
、

疑
問
に
思
わ
れ
る
方
も
、
中
に
は
い
ら

っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
年
に
一
度
の
こ
の
機
会
に
、
今
一
度

皆
様
と
共
に
〝
お
盆
〟
に
つ
い
て
学

ん
で
い
け
た
ら
と
存
じ
ま
す
。 

 

棚
経
の
〝
棚
〟
と
は
、
施
餓
鬼

棚
、
ま
た
は
精
霊
棚
・
盆
棚
と
い
っ

た
も
の
を
指
し
ま
す
。
お
盆
に
な
り

ま
す
と
仏
壇
の
前
、
あ
る
い
は
仏
壇

と
は
別
に
、
ご
先
祖
様
を
迎
え
る
た

め
に
供
物
を
お
供
え
し
、
位
牌
を
祀

る
棚
を
用
意
し
ま
す
。
こ
の
棚
の
前

で
お
経
を
あ
げ
る

こ
と
か
ら
、
お
盆

の
お
参
り
を
棚
経

と
呼
ぶ
の
で
す
。 

 

当
山
の
棚
経
で

は
、
ま
ず
お
施
餓

鬼
を
行
い
ま
す
。

お
施
餓
鬼
と
聞
く
と
、「
ご
先
祖
様
は

餓
鬼
の
世
界
に
落
ち
た
の
か
」
と
思

わ
れ
る
方
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
決
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
先
祖
様

方
が
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 〝

餓
鬼
〟
と
は
、
生
前
に
貪
り
の

心
を
む
き
出
し
に
し
て
、
自
分
一
人

だ
け
が
満
足
す
る
た
め
に
必
要
以
上

の
物
を
欲
し
が
り
、
盗
み
、
そ
の
結

果
、
餓
鬼
の
世
界
に
堕
ち
た
者
を
指

し
ま
す
。
餓
鬼
は
常
に
空
腹
と
喉
の

渇
き
を
抱
え
て
い
ま
す
。
お
盆
に
な

る
と
家
に
人
や
ご
先
祖
様
が
集
ま

り
、
と
て
も
賑
や
か
に
な
り
ま
す
。

餓
鬼
は
そ
う
し
た
場
所
に
お
こ
ぼ
れ

を
貪
り
に
寄
っ
て
き
て
、
時
に
は
悪

さ
を
す
る
の
で
す
。 

 

そ
の
た
め
、
お
施
餓
鬼
を
行
う
こ

と
で
餓
鬼
を
供
養
し
、
先
祖
供
養
、

寿
命
長
寿
の
功
徳
を
頂
く
の
で
す
。

良
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
そ
の
ご
利
益

は
自
分
だ
け
で
な
く
、
周
り
に
も
向

か
い
与
え
る
事
が
出
来
る
の
で
す
。 

そ
も
そ
も
お
盆
に
棚
経
を
行
う
の

は
、
お
釈
迦
様
の
弟
子
の
一
人
で
あ

る
、
目
連
尊
者
の
お
話
が
由
来
と
さ

れ
て
い
ま
す
。 

目
連
尊
者
は
神
通
力
の
第
一
人
者

で
、
あ
る
と
き
亡
き
母
が
餓
鬼
の
世

界
で
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
ま

す
。
そ
の
こ
と
を
お
釈
迦
様
に
相
談

す
る
と
、「
母
上
の
罪
は
重
く
、
あ
な

た
一
人
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き

ま
せ
ん
。
僧
侶
た
ち
の
夏
の
修
業
が

落
ち
着
く
七
月
十
五
日
に
、
十
方
の

大
徳
、
衆
僧
に
布
施
を
し
な
さ
い
。

布
施
の
功
徳
は
大
き
い
か
ら
、
母
上

は
苦
難
か
ら
免
れ
る
で
し
ょ
う
。」
と

教
え
ら
れ
ま
し
た
。
目
連
尊
者
が
お

釈
迦
様
の
教
え
の
と
お
り
に
し
た
と

こ
ろ
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
母
親
は

無
事
に
極
楽
往
生
が
と
げ
ら
れ
ま
し

た
。
こ
れ
が
お
盆
行
事
の
始
ま
り
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

最
近
だ
と
お
盆
を
連
休
程
度
に
考

え
て
い
る
方
も
お
り
、
先
祖
供
養
を

行
う
方
も
減
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で

す
。
た
と
え
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、

先
人
が
守
っ
て
き
た
文
化
や
行
事
に

は
必
ず
大
事
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
も
の
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ

ず
に
、
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。 

 

夫
れ
、
仏
法
遥
か
に
非
ず
、 

心
中
に
し
て
、
即
ち
近
し 

弘

法

大

師

空

海

 

『

般

若

心

経

秘

鍵

』

よ

り

 

棚
経 
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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
。 

 

七
月
十
六
日
に
檀
信
徒
総
代
役
員

の
皆
様
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
平
福

寺
に
て
防
災
訓
練
が
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。
当
山
観
音
堂
の
御
本
尊
様
で
あ

る
「
木
造
聖
観
音
菩
薩
立
像
」
は
、
県

宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
重
要
文
化
財

で
す
。
防
災
訓
練
は
、
こ
う
し
た
地
域

の
宝
を
守
り
残
し
て
い
く
た
め
、
三
年

に
一
度
総
代
役
員
の
切
り
替
え
が
行

わ
れ
る
こ
の
機
会
に
行
っ
て
い
る
、
当

山
の
恒
例
行
事
に
な
り
ま
す
。 

 

ま
ず
は
火
災
発
生
時
の
通
報
訓
練
、

そ
の
後
本
尊
様
に
見
立
て
た
模
型
を

用
い
た
持
ち
出
し
訓
練
、
水
の
入
っ
た

消
火
器
を
用
い
た
初
期
消
火
訓
練
、
消

火
栓
の
使
用
方
法
の
確
認
、
最
後
に
消

防
局
の
職
員
の
方
か
ら
講
評
を
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
有
事
と
い
う
も
の

は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
、
な
い

に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
も
、
い
ざ
と
い
う
時
に
、
知
識
が
あ

る
の
と
な
い
の
と
で
は
、
大
き
な
差
が

あ
り
ま
す
。
今
回
の
訓
練
で
は
そ
う
し

た
知
識
を
は
じ
め
、
地
域
の
宝
を
守
っ

て
い
く
と
い
う
共
通
認
識
を
持
つ
こ

と
が
出
来
た
か
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
今
回
の
訓
練
で
行
っ
た
こ
と

は
、
皆
様
の
ご
自
宅
に
お
か
れ
ま
し
て

も
、
火
災
時
に
同
じ
方
法
で
対
処
が
可

能
か
と
存
じ
ま
す
。
有
事
の
際
に
、
少

し
で
も
本
訓
練
で
得
た
知
識
を
活
用

し
て
頂
け
た
ら
幸
い
で
す
。 

 

訓
練
に
参
加
し

て
い
た
だ
き
ま
し

た
皆
様
、
誠
に
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

今
月
号
の
お
言
葉
は
、
弘
法
大
師
空

海
和
尚
晩
年
の
著
書
、
『
般
若
心
経
秘

鍵
』
に
出
て
く
る
一
節
で
す
。 

 

般
若
心
経
秘
鍵
と
は
、
お
大
師
様
が

般
若
心
経
に
つ
い
て
綴
ら
れ
た
も
の

で
す
。
〝
夫
れ
、
仏
法
遥
か
に
非
ず
、

心
中
に
し
て
、
即
ち
近
し
〟
現
代
語
に

訳
す
と
、「
そ
も
そ
も
仏
様
は
、
遥
か
遠

く
に
い
る
の
で
は
な
く
、
我
々
の
心
の

中
に
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
近
い
も
の
で

あ
る
」
と
な
り
ま
す
。
人
は
皆
、
仏
に

な
る
た
め
の
種
子
、
仏
心
を
持
っ
て
い

ま
す
。
仏
心
と
い
う
種
子
を
咲
か
せ
る

た
め
に
は
、
水
や
肥
料
と
な
る
、
お
経

を
読
ん
だ
り
、
写
経
を
し
た
り
、
六
波

羅
蜜
を
実
践
す
る
な
ど
、
外
的
要
因
が

必
要
で
す
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
種
子

が
ど
こ
に
あ
る
の
か
知
ら
な
け
れ
ば
、

何
も
始
ま
り
ま
せ
ん
。
お
大
師
様
は
、

誰
も
が
当
た
り
前
に
持
っ
て
い
る
仏

心
の
存
在
を
、
気
付
か
せ
て
く
れ
て
い

る
の
で
す
。 

今
回
の
お
言
葉 

防災訓練の様子 

防
災
訓
練 


