
大
本
山
永
平
寺

秋あ
き
上じ
ょ
う

山ざ
ん

永
平
寺
で
は
、
修
行
を
志
し
て
来
る
者
を
年
じ
ゅ
う
迎
え
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

春
の
一
定
期
間
と
秋
の
一
定
期
間
に
限
り
そ
の
年
の
新
た
な
修
行
僧
を

迎
え
ま
す
。

割
合
と
し
て
は
春
に
は
上
山
す
る
修
行
僧
が
多
い
の
で
す
が
、
毎
年
こ

の
十
月
の
上
旬
に
も
少
な
か
ら
ず
修
行
僧
が
上
山
し
て
き
ま
す
。

さ
て
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
後
輩
が
入
門
し
て
く
る
か
ら
こ
そ

先
輩
に
な
れ
る
の
で
す
。
逆
に
言
え
ば
後
輩
が
入
門
し
な
い
と
先
輩
に
は

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
な
れ
ま
せ
ん
。

「
行ぎ
ょ
う

捨し
ゃ

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
一
年
、
二
年
、
三
年
と
修
行
を
積
ん
だ
！
」
と
威
張
り
、
先
輩
風
を
吹

か
せ
偉
そ
う
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

行
を
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
修
行
を
積
ん
だ
自
分
は
立
派
な
ん
だ
と
い

う
「
慢ま
ん

心し
ん

」
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
後
輩
が
来
た
お
蔭
で
先
輩
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
」
と
い
う
気
持
ち

が
あ
れ
ば
「
慢
心
」
に
侵
さ
れ
る
こ
と
な
く
修
行
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

半
年
近
く
起
床
時
刻
が
午
前
三
時
半
で
し
た
が
、
中
旬
よ
り
午
前
四
時

に
変
わ
り
ま
す
。涼
し
い
季
節
に
な
り
起
居
し
や
す
く
な
っ
た
永
平
寺
で
す
。

大本山永平寺／０７７６-６３-３１０２
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大
本
山
總
持
寺

大本山總持寺／０４５-５８１-６０２１

「
檀
信
徒
の
集
い
」
と
「
つ
る
み
夢
ひ
ろ
ば
」

十
月
二
日
か
ら
冬
安
居
制
中
に
入
り
、
首
座
和
尚
を
中
心
に
来
年
正
月

ま
で
百
日
間
の
集
中
修
行
が
始
ま
り
ま
す
。

ま
た
、
十
二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
は
御
開
山
瑩
山
禅
師
・
二
祖
峨
山
禅

師
（
お
二
方
併
せ
て
御
両
尊
と
申
し
ま
す
）
を
偲
び
、「
御
両
尊
御
征
忌

会
」
が
営
ま
れ
ま
す
。
こ
の
期
間
に
は
全
国
か
ら
選
ば
れ
た
焼
香
師
さ
ま

が
禅
師
さ
ま
の
御
代
理
と
し
て
法
要
の
導
師
を
勤
め
ら
れ
、
随
喜
の
御
寺

院
・
檀
信
徒
の
方
が
た
も
大
勢
参
集
し
て
報
恩
の
誠
が
捧
げ
ら
れ
ま
す
。

十
一
月
二
〜
三
日
に
は
一
泊
で
第
一
回
「
本
山
檀
信
徒
の
集
い
」
が
開

催
さ
れ
ま
す
。
總
持
寺
は
曹
洞
宗
の
大
本
山
で
あ
る
と
同
時
に
多
く
の
檀

信
徒
を
擁
す
る
寺
院
で
も
あ
り
ま
す
。
本
山
檀
信
徒
に
と
っ
て
江
川
禅
師

さ
ま
は
「
菩
提
寺
の
御
住
職
」
と
同
時
に
「
曹
洞
宗
大
本
山
の
貫
首
」
で

も
あ
り
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
接
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
こ
の
機
会
に
禅

師
さ
ま
と
親
し
く
お
会
い
す
る
時
間
を
設
け
ま
し
た
。
二
日
夜
に
は
テ
レ

ビ
や
舞
台
で
活
躍
中
の
女
優
・
五
代
路
子
さ
ん
（
本
山
篤
信
者
）
か
ら
御

講
演
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　

十
一
月
三
日
に
は
、
緑
の
木
立
に
囲
ま
れ
た
広
大
な
境
内
を
開
放
し
て

の
「
つ
る
み
夢
ひ
ろ
ば
in
總
持
寺
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
地
元
鶴

見
の
文
化
歴
史
に
親
し
み
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
と
絆
を
結
ぶ
こ
と
を

テ
ー
マ
に
開
か
れ
る
フ
ェ
ス
タ
で
す
。
是
非
と
も
読
者
の
皆
さ
ま
に
も
お

運
び
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
御
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。
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選
・
村
松
五
灰
子

思
ひ
切
る
べ
き
こ
と
な
ら
ん
髪
洗
ふ

東
京
都　

長
谷
川　

瞳

評　

そ
の
拘
泥
に
、
そ
の
逡
巡
の
わ
が
心
を
諭
し
叱
咤
。
ま
と
わ
る
も

の
を
流
す
べ
く
髪
を
洗
う
。
決
断
は
迫
ら
れ
て
い
る
。
心
象
表
現
の
無

駄
の
無
さ
が
句
を
引
き
締
め
て
い
る
。

包
丁
の
研
ぎ
師
来
て
を
り
か
た
つ
む
り

秋
田
県　

鈴
木　

ゆ
う

評　

い
ま
で
は
あ
ま
り
見
か
け
な
く
な
っ
た
包
丁
研
ぎ
師
。
ご
当
地
で

は
今
も
家
々
を
訪
れ
て
、
切
れ
味
の
落
ち
た
包
丁
を
研
い
で
く
れ
る
よ

う
だ
。
お
庭
の
木
陰
で
世
間
話
な
ど
し
な
が
ら
。「
か
た
つ
む
り
」
で

落
ち
着
い
た
一ひ

と

日ひ

の
一
光
景
が
浮
か
ぶ
。

◆
台
風
の
や
や
遠
の
き
て
眠
り
け
り 

三
重
県　

野
呂　

と
志

◆
乳
母
車
ふ
は
ふ
は
の
足
出
て
真
夏 

埼
玉
県　

日
尾
野
安
子

◆
朝
蝉
の
鳴
き
出
し
畑
を
引
き
上
げ
ぬ 

広
島
県　

岡
村　

憲
諮

◆
切
火
花
祭
男
を
浄
め
出
す 

東
京
都　

伊
奈　

三
郎

◆
氷
菓
な
め
真
水
の
や
う
な
女
の
子 

大
阪
府　

柏
原　

才
子

◆
筆
圧
の
軽
き
写
経
や
夜
の
秋 

山
梨
県　

矢
野　

伸
行

◆
逃
げ
込
み
し
と
こ
ろ
仏
壇
昼
の
蜘
蛛 

静
岡
県　

渥
美
ふ
き
子

◆
遠
の
日
を
つ
な
ぐ
間
の
あ
り
忘
れ
草 

宮
城
県　

小
西　

力
子

◆
一
隅
の
肩
身
の
狭
き
余
り
苗 

大
分
県　

武
石
富
美
子

◆
浴
衣
着
る
母
の
小
さ
き
立
ち
姿 

三
重
県　

山
下　

利
夫

＊
選
者
吟

こ
の
紅
葉
い
ま
散
り
た
て
の
拾
ひ
た
て

五
灰
子

＊
作
句
小
見

「
選
は
、
創
作
な
り
」
と
虚
子
は
語
り
ま
す
。
心
し
て
選
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
毎
号
常
連
の
方
、
新
た
に
投
句
参
加
さ
れ
る
方
、

た
く
さ
ん
の
応
募
が
あ
り
ま
す
。
胸
の
痛
む
こ
と
は
毎
回
佳
句
・
秀
句

で
あ
り
な
が
ら
限
ら
れ
た
枠
に
掲
載
で
き
ず
申
し
訳
な
く
思
い
ま
す
。

引
き
続
き
ご
投
句
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。
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選
・
長
澤　

ち
づ

亡
き
母
の
作
り
し
梅
酒
を
飲
み
干
し
て
少
年
の
ご

と
淋
し
く
な
り
ぬ 

北
海
道　

池
田　

雨
郷

評　

亡
き
母
上
が
作
り
置
い
た
梅
酒
を
少
し
ず
つ
味
わ
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
も
飲
み
干
し
、
母
を
失
っ
た
悲
し
み
を
新
た
に
す
る
作
者
。
下
句

の
手
放
し
の
悲
し
み
の
吐
露
に
、
実
感
が
こ
も
り
心
を
打
つ
。

は
ず
れ
た
る
戸
障
子
に
木
っ
端
は
め
込
み
て
余
震

に
怯
え
お
び
え
老
い
ゆ
く 
岩
手
県　

阿
部　

子

評　

大
地
震
で
は
ず
れ
た
戸
障
子
へ
の
応
急
処
置
の
無
造
作
な
描
写
が
、

切
迫
感
を
つ
の
ら
せ
る
。
命
が
助
か
っ
た
だ
け
で
も
僥ぎ

ょ
う

倖こ
う

と
い
う
時
期

を
経
て
、
こ
の
ま
ま
怯
え
な
が
ら
老
い
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
嘆
き
は
深

い
。
一
日
も
早
い
復
興
を
と
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

　

◆
我
が
庭
に
蛍
一
匹
迷
ひ
来
て
父
か
と
思
ふ
母
か
と
思
ふ

 

島
根
県　

横
山　

槖
吾

　

◆
た
だ
い
ま
と
転
げ
る
ご
と
く
四
歳
児
て
ん
と
う
虫
の
み
や
げ
か
ざ

　
　

し
て 

山
形
県　

多
田　

さ
よ

　

◆
朝
顔
を
数
え
て
足
ら
ぬ
子
の
指
に
母
も
指
貸
す
朝
の
ひ
と
と
き

 

新
潟
県　

星
野　

三
興

　

◆
故
郷
は
深み

や
ま山
つ
ば
め
の
来
る
と
こ
ろ
今
も
子
育
て
続
き
い
る
ら
ん

 

山
口
県　

高
杉　

展
子

　

◆
梅
雨
の
晴
れ
間
車
椅
子
に
て
散
歩
す
る
小
径
の
あ
じ
さ
い
今
日
の

　
　

福
と
す 

静
岡
県　

土
屋　

君
江

　

◆
今
年
か
ら
地
下
足
袋
要
ら
ぬ
と
決
め
た
る
に
春
近
づ
け
ば
心
変
り

　
　

す 

秋
田
県　

須
藤　

哲
平

　

◆
心
地
よ
き
こ
の
薫
風
も
現う

つ
し
よ世
の
過
ぎ
ゆ
く
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
り

　
　

ぬ 

北
海
道　

石
森
美
恵
子

　

◆
ゆ
る
や
か
に
下
る
坂
道
図
書
館
の
大
樹
の
こ
ぶ
し
今
日
は
満
開

 

山
口
県　

中
井　

清
子

　

◆
父
母
妻
の
ね
む
る
墓
原
梅
雨
の
日
に
八
十
路
の
無
事
を
告
げ
て
墓

　
　

去
る 

三
重
県　

小
阪　
　

晋

　

◆
薫
風
に
ま
わ
り
囲
ま
れ
深
呼
吸
大
き
く
吸
い
て
大
き
く
吐
い
て

 

兵
庫
県　

河
本
佐
知
代

＊
選
者
詠

つ
ぎ
つ
ぎ
と
被
爆
の
事
例
追
い
か
け
く
る
音
声
ガ

　

イ
ド
の
イ
ヤ
ホ
ン
は
ず
す 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　

今
夏
、
原
爆
資
料
館
を
訪
れ
ま
し
た
。
原
爆
を
投
下
さ
れ
た
広
島
の

人
び
と
が
ど
ん
な
苦
し
み
を
味
わ
っ
た
か
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
原
発
の

再
稼
働
で
揺
れ
る
こ
の
時
期
、
原
点
に
返
っ
て
考
え
た
い
と
思
っ
た
か

ら
で
す
。
そ
の
悲
惨
さ
は
耳
に
目
に
溢
れ
、
整
理
し
か
ね
る
有
り
様
で

す
。
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