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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
秋

本
番
。
朝
晩
は
寒
く
な
り
ま
し

た
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ

さ
い
。

　

お
釈
迦
様
の
教
え
を
噛
み
し

め
な
が
ら
、
社
会
や
人
の
あ
り

方
を
考
え
る
「
耕
平
さ
ん
か
わ

ら
版
」
。
先
月
は
「
覚
（
さ
と
）

り
」
と
「
解
脱
（
げ
だ
つ
）
」
の

違
い
を
学
び
ま
し
た
。
こ
れ
で

「
分
別
（
ふ
ん
べ
つ
）
」
の
あ
る

人
間
に
な
れ
た
よ
う
な
、
な
れ

な
い
よ
う
な
。
い
や
い
や
、
そ

ん
な
簡
単
に
は
な
れ
ま
せ
ん
ね

ぇ
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
日
常

会
話
の
中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
に

仏
教
用
語
を
使
っ
て
い
ま
す
。

「
分
別
」
も
そ
の
ひ
と
つ
。

　

「
あ
の
人
は
無
分
別
だ
ね
ぇ
」

と
聞
け
ば
「
道
理
を
わ
き
ま
え

な
い
人
だ
」
「
物
わ
か
り
の
悪

い
人
だ
」
と
い
う
印
象
を
受
け

ま
す
が
、
実
は
全
く
逆
の
意
味
。

「
分
別
」
に
は
、
何
か
を
区
別

す
る
、
差
別
す
る
と
い
う
意
味

が
あ
り
、
仏
教
で
は
「
無
分
別
」

は
む
し
ろ
良
い
こ
と
で
す
。

　

「
あ
の
人
は
正
し
い
人
だ
」「
あ

の
人
は
邪
（
よ
こ
し
ま
）
な
人
だ
」

と
何
を
基
準
に
言
え
る
の
で
し

ょ
う
か
。
「
正
邪
」
の
基
準
は
偏

（
か
た
よ
）
り
が
あ
る
か
な
い
か
。

お
釈
迦
様
は
そ
の
よ
う
に
教
え

て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

偏
り
の
な
い
生
き
方
や
考
え

方
、
つ
ま
り
中
道
（
ち
ゅ
う
ど

う
）
で
あ
る
こ
と
が
「
正
し
い
」

状
態
で
あ
り
、
極
端
な
こ
と
は

「
邪
」
と
諭
し
て
い
ま
す
。

　

「
善
悪
」
も
同
じ
。
お
釈
迦
様

は
「
自
分
に
も
他
人
に
も
た
め

に
な
る
」
こ
と
が
「
善
」、
「
自

分
の
た
め
に
は
な
る
が
、
他
人

の
た
め
に
は
な
ら
な
い
」
こ
と

は
「
悪
」
だ
と
教
え
て
い
ま
す
。

　

自
分
の
た
め
だ
け
に
な
る
こ

と
に
は
偏
り
が
あ
り
ま
す
。
偏

る
こ
と
は
「
邪
」
で
あ
り
「
悪
」
。

自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
人
、

自
己
主
張
が
強
い
人
は
「
邪
悪
」

と
言
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。「
な

～
る
ほ
ど
ぉ
」
と
い
う
感
じ
で

す
。

　

「
あ
な
た
は
人
を
裁
（
さ
ば
）

い
て
い
ま
せ
ん
か
」
「
ほ
ら
ほ
ら

ま
た
裁
い
た
」
と
言
っ
て
、
面

白
お
か
し
く
心
の
あ
り
様
を
説

い
て
く
だ
さ
る
高
僧
も
い
ま
す
。

　

自
分
の
考
え
で
人
や
物
ご
と

を
「
分
別
」
し
て
「
裁
く
」
こ

と
は
、
中
道
で
は
な
く
、
何
か

偏
っ
た
状
態
で
す
。

　

自
分
の
意
見
に
も
一
理
あ
る

が
、
相
手
の
意
見
に
も
一
理
あ

る
。
さ
て
、
バ
ッ
サ
リ
と
「
分

別
」
し
て
「
裁
く
」
こ
と
で
丸

く
収
ま
る
で
し
ょ
う
か
。

　

「
分
別
」
は
「
差
別
」
に
も
つ

な
が
り
、
争
い
ご
と
は
深
層
心

理
の
中
に
あ
る
「
差
別
」
の
心

か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
そ
う
言
え

ば
、
往
々
に
し
て
戦
争
や
紛
争

は
、
国
家
や
民
族
や
宗
教
の
優

劣
意
識
、
つ
ま
り
相
手
を
「
差

別
」
す
る
こ
と
に
端
を
発
し
て

い
ま
す
。

　

ひ
と
り
よ
が
り
で
な
い
、「
無

分
別
」
で
「
中
道
」
な
人
に
な

り
た
い
も
の
で
す
。

　

仏
教
の
教
え
は
、
日
常
生
活

に
お
い
て
も
、
政
治
に
お
い
て

も
、
多
く
の
気
づ
き
を
与
え
て

く
れ
ま
す
。
で
は
ま
た
来
月
。

※


