
大
本
山
永
平
寺

処
暑

今
月
二
十
三
日
は
『
二
十
四
節
気
』
の
一
つ
で
あ
る
処
暑
を
迎
え
ま
す
。

暦
便
覧
に
は
「
陽
気
と
ど
ま
り
て
、
初
め
て
退
き
や
ま
む
と
す
れ
ば

也
」
と
著
書
で
あ
る
太
玄
斎
は
述
べ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
比
べ
現

代
は
気
候
が
温
暖
に
推
移
し
て
来
た
た
め
か
未
だ
暑
い
日
々
が
続
い
て
い

ま
す
。

さ
て
、
道
元
禅
師
ご
在
世
の
永
平
寺
と
現
代
の
永
平
寺
で
は
生
活
様
式

が
変
わ
り
ま
し
た
。
劇
的
な
違
い
は
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
を
用
い
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
す
。

用
い
る
こ
と
は
よ
い
で
す
が
、
使
い
放
題
の
生
活
で
は
道
元
禅
師
の
修

行
観
に
大
き
く
背
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

道
元
禅
師
の
教
え
と
戒
め
を
守
り
修
行
生
活
を
工
夫
し
て
い
け
ば
自
ず

と
「
節
約
」
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

夏
は
暑
く
、
冬
は
寒
い
。
自
然
の
摂
理
に
従
う
生
活
を
昔
と
変
わ
ら
ず

現
在
も
営
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
、
私
ど
も
の
修
行
は
寒
暑
の
苦
し
み
を
課
す
こ
と
が
目
的
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

夏
は
わ
ず
か
な
涼
を
用
い
、
冬
は
少
し
の
暖
を
用
い
て
善
き
環
境
を
整

え
坐
禅
に
勤
し
む
の
で
す
。
読
者
の
皆
さ
ま
も
「
わ
ず
か
、
少
し
」
を
生

活
の
中
で
工
夫
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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大
本
山
總
持
寺

夏
期
参
禅
会
　祖
跡
巡
拝

大
本
山
總
持
寺
に
は
、
八
月
な
ら
で
は
の
恒
例
の
行
持
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
夏
期
参
禅
講
座
で
す
。
本
年
は
八
月
三
十
一
日
か
ら
九
月
二
日

に
か
け
て
の
三
日
間
の
実
施
と
な
り
ま
す
。
本
山
の
講
師
に
加
え
外
来
講

師
を
お
呼
び
し
一
般
の
方
が
た
に
わ
か
り
や
す
く
禅
を
ひ
も
と
き
ま
す
。

ま
た
坐
禅
も
衆し
ゅ

寮り
ょ
う

を
使
用
し
て
の
本
格
的
な
修
行
と
な
り
ま
す
。
今
年
で

三
回
目
と
な
り
ま
す
が
、
毎
年
参
加
者
が
五
十
名
を
超
え
る
人
気
講
座
と

な
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
テ
ー
マ
が
決
め
ら
れ
、
本
年
は
「
私
た
ち
の
報

恩
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
行
わ
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
は
祖
跡
巡
拝
で
す
。
二
泊
三
日
の
予
定
で
、
本
山
の
修
行
僧

た
ち
が
總
持
寺
ゆ
か
り
の
土
地
を
訪
問
し
ま
す
。
か
つ
て
總
持
寺
は
能
登

に
あ
っ
た
た
め
に
、
祖
師
方
の
足
跡
の
多
く
は
、
北
陸
に
あ
り
ま
す
。
特

に
、
か
つ
て
の
總
持
寺
の
寺
域
に
建
つ
大
本
山
總
持
寺
祖
院
、
瑩
山
禅
師

が
最
初
に
開
か
れ
た
永
光
寺
に
は
、
毎
回
必
ず
訪
問
し
ま
す
。
本
山
は
平

成
二
十
七
年
に
總
持
寺
発
展
の
基
を
築
か
れ
た
第
二
祖
峨
山
禅
師
さ
ま
の

六
五
〇
回
大
遠
忌
を
迎
え
ま
す
。
禅
師
は
、
晩
年
住
職
と
し
て
總
持
寺
と

永
光
寺
の
二
カ
寺
を
兼
務
さ
れ
、
お
よ
そ
六
十
キ
ロ
も
の
距
離
を
毎
日
の

よ
う
に
歩
い
て
移
動
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
峨
山
道
」
と
今

日
命
名
さ
れ
て
い
る
そ
の
道
の
一
部
を
、
皆
で
歩
く
の
も
恒
例
と
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
他
の
行
程
は
、
年
ご
と
に
少
し
ず
つ
変
更
さ
れ
ま
す
。
修

行
僧
た
ち
に
と
っ
て
、
報
恩
の
意
味
を
知
る
尊
い
三
日
間
の
巡
拝
で
す
。
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昨
年
の
夏
期
参
禅
講
座



　

選
・
村
松
五
灰
子

困
難
を
解ほ
ど

き
合
ふ
に
は
夜
の
短

岐
阜
県　

北
洞　
　

武

評　

二
人
の
間
に
起
き
た
捨
て
て
は
お
け
ぬ
心
の
す
れ
違
い
、
誤
解
。

互
い
に
、
ほ
ど
き
あ
う
に
は
こ
の
短
夜
、
時
間
が
足
ら
な
い
と
作
者
は

叫
ぶ
。「
困
難
を
解
き
合
ふ
」
に
真
摯
な
心
の
あ
り
処
が
見
え
る
。

旅
の
如
入
院
準
備
月
朧

広
島
県　

岡
村　

憲
諮

評　

折
し
も
外
は
、
お
ぼ
ろ
月
。
ま
る
で
明
日
の
旅
支
度
の
よ
う
に
、

そ
し
て
今
夜
の
月
の
よ
う
に
淡
々
と
。
病
名
も
わ
か
っ
て
い
る
。
心
は

座
っ
て
い
る
の
だ
。
入
院
を
さ
ら
り
と
詠
ん
で
成
功
。

◆
夕
蛙
大
合
唱
の
ど
ま
ん
中 

長
野
県　

下
島　
　

博

◆
手
を
拭
い
て
祖
母
も
加
は
り
武
具
飾
る 

神
奈
川
県　

大
竹
の
り
子

◆
縁
日
の
う
ど
ん
は
温ぬ
る

し
花
曇 

愛
知
県　

松
井　

暁
美

◆
菩
提
寺
の
桜
見
に
ゆ
く
浴
び
に
ゆ
く 

栃
木
県　

小
村　

翠
香

◆
楤た
ら

の
芽
を
採
り
に
お
い
で
と
い
ふ
便
り 

愛
媛
県　

井
上　

征
郎

◆
は
し
ゃ
ぎ
し
子
こ
ろ
り
と
寝
付
く
花は
な

筵む
し
ろ 

和
歌
山
県　

田
﨑
よ
し
子

◆
芹
の
束
解
け
ば
広
が
る
故
郷
の
香 

愛
知
県　

田
中　

澤
子

◆
菜
の
花
の
畑
に
母
が
揺
れ
て
い
る 

福
島
県　

大
槻　
　

弘

◆
葉
桜
や
瓦
礫
の
奥
の
波
の
音 

岩
手
県　

鈴
木　

道
昭

◆
湧
き
水
の
流
れ
の
稚
魚
や
花
菖
蒲 

宮
城
県　

木
村
と
み
子

◆
眺
め
ゐ
て
跳
ね
し
蝦し
ゃ

蛄こ

よ
り
買
ひ
に
け
り 

山
口
県　

糸
山　

栄
子

＊
選
者
吟

夏
衣
と
は
禅
林
の
杉
の
こ
と

五
灰
子

＊
作
句
小
見

先
月
号
の
こ
の
欄
で
大
本
山
永
平
寺
に
三
人
句
碑
が
あ
り
ま
す
、
と

ご
紹
介
し
ま
し
た
。

永
平
寺
第
七
十
三
世
貫
首
熊
澤
泰
禅
（
雪
庵
）

高
濱
虚
子
・
伊
藤
柏
翠
の
各
師
で
す
。

五
月
末
花
鳥
全
国
俳
句
大
会
が
あ
り
永
平
寺
の
句
碑
の
お
墨
入
れ
を

い
た
し
ま
し
た
。
新
緑
の
風
の
気
持
ち
の
良
い
日
で
し
た
。
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選
・
長
澤　

ち
づ

我
も
ま
た
地ち

籟ら
い

の
ひ
と
つ
息
を
す
る
背
伸
ば
し
鍬

を
持
つ
手
休
め
て 

大
阪
府　

西
口　

節
子

評　

地
籟
と
は
地
上
に
起
こ
る
音
の
こ
と
。
対
す
る
天
籟
と
は
天
地
自

然
の
音
。
人
籟
と
い
う
語
も
あ
る
ら
し
い
の
で
、
人
の
発
す
る
音
は
こ

れ
に
当
た
る
と
思
う
が
、
作
者
は
自
ら
を
他
の
動
物
た
ち
と
同
じ
目
線

で
捉
え
て
詠
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
に
惹
か
れ
る
。

「
雑
草
と
言
う
草
は
無
し
」
昭
和
帝
の
御
言
葉
う

れ
し　

庭
は
華
や
ぐ 
埼
玉
県　

山
路　

昌
弘

評　

雑
草
と
は
人
間
か
ら
見
た
草
の
捉
え
方
で
、
雑
草
も
ま
た
懸
命
に

命
を
つ
な
ぐ
。
生
物
学
者
だ
っ
た
昭
和
天
皇
が
い
み
じ
く
も
そ
の
真
理

を
指
摘
さ
れ
た
。
名
も
知
ら
ぬ
草
花
に
占
拠
さ
れ
た
庭
を
愛
で
る
作
者
。

　

◆
送
ら
れ
て
お
く
り
て
白
き
春
日
傘
家
の
前
ま
で
来
て
し
ま
ひ
た
り

 

東
京
都　

長
谷
川　

瞳

　

◆
楽
に
死
ね
る
よ
う
に
手
術
を
す
る
と
言
う
最
期
は
家
で
迎
え
た
い

　
　

人
の 

山
口
県　

浜
田　

道
子

　

◆
ど
の
風
が
吹
か
ば
海
原
越
ゆ
る
か
を
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
の
翅は

ね

は
知
り

　
　

を
り 

福
岡
県　

三
吉　
　

誠

　

◆
花
ま
つ
り
は
さ
み
て
母
と
妻
の
忌
を
訪
え
ば
菩
提
寺
に
さ
く
ら
ほ

　
　

こ
ろ
ぶ 

三
重
県　

小
阪　
　

晋

　

◆
言
葉
強
き
妻
と
の
諍
い
胸
の
荷
を
一
鍬
一
鍬
打
ち
消
す
荒
田

 

愛
知
県　

小
久
保
左
門

　

◆
ケ
ー
タ
イ
も
パ
ソ
コ
ン
か
ら
も
放
た
れ
て
昭
和
に
戻
る
黄
金
週
間

 

東
京
都　

野
村　

信
廣

　

◆
水
無
月
は
亡つ

ま夫
生あ

れ
し
月
逝
き
し
月
む
ら
さ
き
の
花
咲
き
そ
ろ
ふ

　
　

月 

東
京
都　

岡
崎
千
賀
子

　

◆
し
し
む
ら
に
触
れ
て
み
も
せ
で
内
科
医
は
パ
ソ
コ
ン
見
つ
つ
症
状

　
　

を
言
ふ 

福
島
県　

齋
藤　
　

昭

　

◆
鯉
の
ぼ
り
あ
ま
た
泳
げ
る
そ
の
下
を
子
ら
が
元
気
に
舟
下
り
す
る

 

北
海
道　

吉
田　

洋
子

　

◆
母
さ
ん
と
な
か
な
か
呼
べ
ず
母
ち
や
ん
は
逝
つ
て
し
ま
へ
り
母
ち

　
　

や
ん
の
ま
ま 

東
京
都　

石
場
く
に
子

＊
選
者
詠

着
飾
り
て
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
ぐ
馬
こ
や
っ
て
く
る
水
張

　

り
田
に
あ
か
き
色
映
し
つ
つ 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　
「
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
ぐ
馬
こ
」
が
練
り
歩
く
祭
は
岩
手
の
初
夏
の
風
物
詩
。

「
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
ぐ
」
の
名
の
由
来
は
、
衣
装
に
付
け
た
鈴
が
馬
の
歩
調

に
合
わ
せ
て
鳴
る
こ
と
に
拠
る
そ
う
で
す
。
宮
沢
賢
治
は
そ
の
短
歌
で

「
ち
ゃ
ん
が
ち
ゃ
が
」
と
そ
の
鈴
の
音
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
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