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耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
暑
さ
の
続
い
た
夏
で
し
た
が
、
や
っ
と
秋
の
風
が
吹
い

て
き
て
、
気
を
付
け
て
い
な
い
と
朝
方
の
寒
さ
に
風
邪
を
ひ
い
て
し
ま
い
そ
う
で

す
。(

で
も
、
こ
ん
な
風
に
書
い
た
後
で
暑
さ
の
逆
戻
り
も
あ
り
そ
う
で
す
が)

寒

暖
の
差
の
激
し
い
こ
の
時
期
、
体
に
は
十
分
気
を
付
け
て
い
た
だ
き
、
元
気
に
過

ご
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

十
月
に
は
、
村
の
ご
祈
祷
の
お
参
り
の
大
般
若
会
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
お
坊

き

と

う

だ

い

は

ん

に

や

え

さ
ん
が
繰
っ
て
い
た
だ
く
大
般
若
の
風
に
あ
た
り
、
一
年
間
の
無
病
息
災
を
祈
り

む

び

よ

う

そ

く

さ

い

ま
す
。

宗
祖
道
元
禅
師
が
曹
洞
宗
を
開
か
れ
た
時
に
は
、
「
曹
洞
宗
」
と
い
う
名
前
も
、
「
禅
宗
」
と
い
う
言
葉
も
使

し

ゆ

う

そ

ど

う

げ

ん

ぜ

ん

じ

そ

う
と
う
し
ゆ

う

そ

う
と
う
し
ゆ
う

ぜ
ん
し
ゆ
う

わ
れ
ず
、
「
正
伝
の
仏
法
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
『
坐
禅
宗
』
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、

し
よ
う
で
ん

ぶ

つ

ぽ

う

ぜ
ん
し
ゆ
う

坐
る
こ
と
で
自
ら
が
開
か
れ
る
と
教
え
て
お
ら
れ
て
、
お
葬
式
も
行
わ
ず
、
大
般
若
な
ど
の
ご
祈
祷
も
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
第
四
代
の
瑩
山
禅
師
は
、
曹
洞
宗
を
広
く
世
間
に
広
め
る
努
力
を
さ
れ
、
今
で
は
一

け

い

ざ

ん

ぜ

ん

じ

万
五
千
の
お
寺
を
抱
え
る
大
教
団
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
お
二
人
を
両
祖
と
し
、
お
釈
迦
様
を
真
ん
中
に
し
た
仏
様
を
三
尊
仏
と
呼
ん
で
い
ま
す
。(

曹
洞
宗
の
お

り

よ

う

そ

お

し

や

か

さ

ま

ほ
と
け
さ
ま

さ

ん

ぞ

ん

ぶ

つ

そ
う
と
う
し
ゆ
う

仏
壇
に
は
、
仏
像
や
掛
け
軸
の
像
と
し
て
、
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。}

ぶ

つ

だ

ん

ぶ

つ

ぞ

う

か

け

じ

く

ぞ

う

ま

つ

り

《
達
磨
忌
》

だ

る

ま

き

十
月
十
日
は
、
達
磨
忌
、
達
磨
大
師
の
命
日
で
す
。

ダ
ル
マ
様
は
イ
ン
ド
の
香
至
国
の
第
３
王
子
と
し
て
生
ま
れ
、
出
家
し
て
般
若
多
羅
尊
者
の
弟
子
と
な
り
、

こ

う

し

こ

く

し

ゆ

つ

け

は

ん

に

や

た

ら

そ

ん

じ

や

お
釈
迦
様
か
ら
数
え
て
第
２
８
代
目
の
祖
師(

教
え
を
つ
な
い
で
い
く
人)

に
な
ら
れ
、
晩
年
に
は
、
３
年
の
時

そ

し

間
を
か
け
て
中
国
に
渡
ら
れ
ま
し
た
。
大
昔
の
時
代
の
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
の
旅
、
想
像
以
上
に
大
変
な
こ
と

こ

く

こ

く

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

西
暦
五
百
二
十
年
九
月
二
十
一
日
、
達
磨
大
師
が
中
国
に
着
い
た
こ
と
を
聞
い
た
梁
の
武
帝
は
、
達
磨
大
師

り
よ
う

ぶ

て

い

を
都
に
招
い
て
、

「
私
は
こ
れ
ま
で
寺
を
建
て
た
り
、
写
経
し
た
り
、
お
坊
さ
ん
に
供
養
し
て
き
た
が
、
ど
ん
な
功
徳
が
あ
る
か
」

し
や
き
よ
う

く

よ

う

く

ど

く

と
、
た
ず
ね
ま
し
た
。
達
磨
大
師
は
味
も
そ
っ
け
も
な
く

だ

る

ま

た

い

し

「
無
功
徳
！(

功
徳
は
な
い)

」
と
答
え
て
、
武
帝
を
す
っ
か
り
失
望
さ
せ
ま
し
た
。

迷
い
、
悩
む
人
々
を
救
お
う
と
い
う
願
い
一
筋
に
生
き
た
達
磨
大
師
に
は
、
ご
利
益

り

や

く

や
功
徳
を
目
当
て
に
仏
法
を
求
め
る
人
の
思
い
な
ど
通
じ
な
か
っ
た
の
で
す
。

く

ど

く

嵩
山
の
少
林
寺
で
坐
禅
修
行
を
さ
れ
、
そ
の
後
中
国
に
禅
が
栄
え
、
日
本
に
も
伝

こ

う

ざ

ん

し

よ

う

り

ん

じ

え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
禅
宗
の
寺
々
で
は
、
毎
年
十
月
五
日
を
達
磨
忌
と
し
て

法
要
を
お
つ
と
め
し
ま
す
。
願
王
寺
で
も
、
十
月
の
観
音
講
の
お
参
り
に
併
せ
て
、

達
磨
忌
の
お
つ
と
め
を
し
ま
す
。

《
梅
花
流
ご
詠
歌
》

こ
れ
は
、
曹
洞
宗
の
お
寺
で
お
唱
え
す
る
「
梅
花
流
ご
詠
歌
」

玉
と
む
す
び
て

蓮
葉
に

の
中
、
「
追
善
供
養
御
和
讃
」
の
一
番
の
歌
詞
で
す
。
願
王
寺
で

た

ま

は

ち

す

ば

つ

い

ぜ

ん

く

よ

う

ご

わ

さ

ん

も
〝
梅
花
講
〟
と
い
う
お
参
り
の
集
ま
り
を
作
り
、
お
唱
え
の
時

ば

い

か

こ

う

お
き
た
る
露
の

一
し
ず
く

間
を
設
け
て
い
ま
す
。

つ

ゆ

こ
こ
で
紹
介
し
た
の
は
、
歌
詞
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
亡
く

長
き
は
人
の

願
い
に
て

な
ら
れ
た
方
を
お
送
り
す
る
と
き
に
お
唱
え
す
る
和
讃
で
、
お
葬

式
の
時
に
梅
花
講
の
方
に
、
故
人
を
し
の
び
な
が
ら
お
唱
え
を
し

短
き
も
の
は

命
な
り

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。


