
 

ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
せ
ん
か(

令
和
六
年
春
季
彼
岸)

 
第

７２
話
『 

御
開
山
日
健

ご
か
い
さ
ん
に
ち
け
ん

上
人 

４
０
０
遠
忌 

 

』
～
本
源
寺
副
住
職 

本
間
健
司 

   

皆
さ
ん
は
、
仏
教
に
お
け
る
「
開
山(

か
い
さ
ん)

」
と
い
う
言
葉
を
ご
存
知
で
す
か
。 

 

そ
の
ま
ま
読
む
と
「
山
を
開
く
」
と
な
り
ま
す
が
、
何
の
事
だ
ろ
う…

と
疑
問
に
思
い
ま
せ
ん
か
。 

  

実
は
、
仏
教
に
お
い
て
「
開
山(

か
い
さ
ん)

」
、
丁
寧
に
言
う
と
「
御
開
山(

ご
か
い
さ
ん)

」
は
、

お
寺
を
開
い
た
僧
侶
・
お
上
人
の
こ
と
を
指
す
の
で
す
。 

  

お
寺
と
い
う
の
は
修
行
の
場
所
で
す
か
ら
、
修
行
に
適
し
た
自
然
豊
か
で
喧
騒
を
離
れ
た
場
所
と
し

て
、
山
を
切
り
開
い
て
お
寺
を
創
建
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
習
わ
し
か
ら
、
お
寺
を

作
る
こ
と
を
「
山
を
開
く
」
と
言
う
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
転
じ
て
、
お
寺
を
開
い
た
僧
侶
の
こ
と
を

「
開
山
」
「
御
開
山
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

で
す
か
ら
、
お
寺
に
は
必
ず
開
か
れ
た
山
の
名
前
と
し
て
「
山
号(
さ
ん
ご
う)

」
を
寺
院
名
の
上
に

付
け
て
、
『
○
○
山
△
△
寺
』
と
名
付
け
ら
れ
る
の
で
す
。 

 

日
蓮
宗
の
総
本
山
は
、
「
身
延
山
」
久
遠
寺
。
そ
し
て
本
源
寺
は
、
「
蓮
華
山

れ
ん
げ
ざ
ん

」
本
源
寺 

と
い
う
の

が
正
式
名
称
で
す
。
本
源
寺
の
「
山
号
」
ご
存
知
で
し
た
か
？ 

 

で
も
「
蓮
華
山
」
と
い
う
山
な
ん
て
富
士
宮
に
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。 

実
は
「
蓮
華
山
」
と
は
、
富
士
山
の
こ
と
。
富
士
山
の
お
膝
元
に
あ
る
土
地
を
開
い
て
お
寺
を
創
建

さ
れ
た
お
上
人
が
、
最
も
大
切
な
お
経
で
あ
る
『
妙
法
蓮
華
経(

法
華
経)

』
の
「
蓮
華
」
の
文
字
を
頂

い
て
「
蓮
華
山
」
と
称
さ
れ
た
の
で
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
覚
え
て
お
い
て
下
さ
い
ね
。 

  

さ
て
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
日
健
上
人
」
と
い
う
方
は
、
慶
長
三
年(

１
５
９
８)

に
「
蓮
華
山

本
源
寺
」
を
開
か
れ
た
お
上
人
で
す
。
つ
ま
り
本
源
寺
は
、
４
２
６
年
の
歴
史
を
有
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

 

そ
し
て
今
年
は
、
「
日
健
上
人
」
が
寛
永
二
年(

１
６
２
５)

五
月
十
六
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ

て
４
０
０
回
忌(

遠
忌)

と
い
う
大
き
な
節
目
の
年
に
当
た
り
ま
す
。 

  

日
健
上
人
と
い
う
方
は
富
士
宮
市
北
山
の
ご
出
身
で
、
わ
ず
か
二
十
三
歳
と
い
う
若
さ
で
、
本
源
寺

の
本
山
「
法
華
本
門
寺
根
源(

北
山
本
門
寺)

」
の
第
十
一
代
貫
首(

か
ん
じ
ゅ)

様
に
な
ら
れ
た
非
常
に

優
秀
な
お
上
人
で
あ
り
ま
し
た
。 

 



 

皆
さ
ん
は
昨
年
のN

H
K

大
河
ド
ラ
マ
「
ど
う
す
る
家
康
」
は
御
覧
に
な
り
ま
し
た
か
？ 

 
甲
斐(
山
梨)

の
武
田
軍
が
、
家
康
・
信
長
軍
を
倒
す
た
め
に
駿
河(

静
岡)

に
攻
め
入
っ
て
き
ま
し
た

よ
ね
。
実
は
そ
の
際
に
、
北
山
本
門
寺
は
武
田
軍
に
紛
れ
た
盗
賊
の
被
害
に
遭
い
、
数
多
く
の
御
宝
物

を
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

当
時
の
本
門
寺
貫
首
様
は
日
健
上
人
の
一
代
前
、
第
十
世
の
「
日
殿(

に
ち
で
ん)

上
人
」
と
い
う
方

が
本
門
寺
を
守
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

 

な
ん
と
こ
の
日
殿
上
人
は
、
御
宝
物
を
盗
ま
れ
た
責
任
を
深
く
感
じ
、
飲
ま
ず
食
わ
ず
で
本
堂
に
籠

り
、
御
宝
物
が
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
祈
願
し
続
け
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
命
を
落
と

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
今
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。 

  

そ
の
後
、
今
度
は
逆
に
駿
河
の
地
か
ら
甲
斐
武
田
軍
に
攻
め
入
る
た
め
に
富
士
宮
を
通
っ
た
家
康
軍

は
、
戦
勝
祈
願
の
た
め
北
山
本
門
寺
に
立
ち
寄
り
ま
す
。
そ
の
時
に
家
康
は
、
日
蓮
大
聖
人
直
筆
の
大

曼
荼
羅(

ま
ん
だ
ら)

御
本
尊
を
借
り
受
け
、
そ
れ
を
馬
上
に
掲
げ
て
武
田
軍
に
攻
め
入
り
、
見
事
勝
利

を
得
る
の
で
す
。 

 

そ
の
御
本
尊
に
は
敵
方
の
放
っ
た
鉄
砲
玉
跡
が
く
っ
き
り
と
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
来
『
鉄
砲

御
本
尊
』
と
呼
ば
れ
、
難
除
け
の
守
護
本
尊
と
し
て
大
切
に
護
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

  

そ
し
て
、
武
田
軍
に
勝
利
し
た
家
康
は
、
本
門
寺
へ
の
戦
勝
御
礼
と
し
て
富
士
宮
村
民
の
生
活
の
助

け
と
な
る
灌
漑
用
水
＝
「
北
山
用
水(

本
門
寺
用
水)

」
を
引
か
れ
、
ま
た
、
さ
き
に
強
奪
さ
れ
た
多
く

の
御
宝
物
を
返
還
さ
せ
る
た
め
の
働
き
か
け
を
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
際
に
、
駿
府
城
に
お
い
て
家
康
の
御
前
で
見
事
な
説
法
を
披
露
さ
れ
た
の
が
、
本
源
寺
の
御
開

山
で
も
あ
る
「
日
健
上
人
」
だ
っ
た
の
で
す
。
い
ま
本
源
寺
で
修
行
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
身
と
し
て
、

大
変
誇
り
に
感
じ
ま
す
。 

  

さ
て
、
そ
の
日
健
上
人
が
開
か
れ
た
「
蓮
華
山
本
源
寺
」
で
す
が
、
創
建
さ
れ
た
慶
長
三
年(

１
５

９
８)

か
ら
元
和
元
年(

１
６
１
９)

ま
で
の
二
十
年
程
は
、
富
丘
村
の
和
田
と
い
う
土
地
に
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
日
健
上
人
の
弟
子
「
日
仙(

に
っ
せ
ん)

上
人
」
が
現
在
の
原(

白
糸
中
原)

の
地
に
移
さ

れ
た
わ
け
で
す
。 

 

こ
の
地
を
選
ば
れ
た
理
由
。
そ
れ
は
“
海
抜
五
百
メ
ー
ト
ル
で
眺
望
絶
景
、
東
に
富
士
を
仰
ぎ
、
南

に
駿
河
湾
と
伊
豆
半
島
を
遠
望
で
き
る
”
と
い
う
勝
れ
た
立
地
が
、
法
華
経
・
御
題
目
の
教
え
を
遥
か

遠
く
ま
で
伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う
、
御
開
山
上
人
の
強
い
想
い
に
合
致
し
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。 

  

明
治
期
に
は
、
日
本
全
国
に
広
が
っ
た
仏
教
排
斥
運
動
に
よ
っ
て
存
続
の
危
機
に
陥
り
ま
し
た
が
、

地
域
住
民
の
強
い
願
い
に
よ
り
小
学
校
【
高
根(

た
か
ね)

学
舎
】
と
し
て
活
用
さ
れ
な
が
ら
、
歴
史
の
糸

を
紡
い
で
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
現
在
で
も
「
白
糸
小
学
校
発
祥
の
地
」
と
し
て
小
学
生
が
見

学
に
訪
れ
て
い
ま
す
。 



 

 
さ
て
、
本
山
で
あ
る
法
華
本
門
寺
根
源(

北
山
本
門
寺)

で
は
、
先
ほ
ど
の
日
殿(

に
ち
で
ん)

上
人
を

は
じ
め
多
く
の
先
師
が
命
懸
け
で
護
り
伝
え
て
き
て
下
さ
っ
た
御
宝
物
を
大
切
に
保
存
す
る
た
め
、
毎

年
四
月
十
三
日
に
、
御
宝
物
に
風
を
通
す
『
お
風
入
れ
法
要
』
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
今
年
は
、
４
０
０
遠
忌
と
い
う
大
き
な
節
目
を
迎
え
た
「
日
健
上
人
」
が
直
筆
さ
れ
た
大
曼

荼
羅
御
本
尊
も
二
幅
お
風
入
れ
さ
れ
、
参
拝
者
に
拝
観
し
て
頂
く
予
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
１
０
０
年
に
一
度
の
貴
重
な
機
会
に
、
「
御
開
山
日
健
上
人
」
の
御
筆
を
拝
し
な
が
ら
、
当
時

の
戦
乱
期
の
な
か
命
懸
け
で
教
え
を
伝
え
ら
れ
た
そ
の
想
い
、
そ
し
て
、
大
変
な
状
況
の
中
「
本
源
寺
」

と
い
う
一
寺
を
開
か
れ
た
、
そ
の
熱
意
を
御
本
尊
か
ら
感
じ
ら
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か…

 

 

本
源
寺
を
開
か
れ
た
「
日
健
上
人
」
に
心
よ
り
の
感
謝
と
敬
意
を
込
め
、
合
掌 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 ★
『
御
霊
宝
お
風
入
れ
法
要
』 

四
月
十
三
日(
土) 

午
前
十
一
時
よ
り 

 

於 

富
士
山
法
華
本
門
寺
根
源
（
富
士
宮
市
北
山
４
９
６
５ 

℡
５
８‐

１
０
０
４
） 

 
 

 

※
ど
な
た
で
も
自
由
に
お
入
り
頂
き
拝
観
で
き
ま
す
。 


