
 

ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
せ
ん
か(

令
和
四
年
秋
彼
岸) 

 
第

６４
話
『 

寅 と
ら

さ
ん
の
「
金

こ
が
ね

」 

』
～
本
源
寺
副
住
職 

本
間
健
司 

  

昨
年2

0
2
1

年
は
日
蓮
聖
人
の
御
降
誕
８
０
０
年
と
い
う
百
年
に
一
度
の
記
念
す
べ
き
年
で
し
た
が
、

来
年2

0
2
3

年
は
、
日
蓮
聖
人
が
身
延
山
に
入
山
さ
れ
て
７
５
０
年
と
い
う
区
切
り
の
年
に
な
り
ま
す
。 

  

こ
の
両
方
の
聖
年
を
記
念
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
御
生
涯
を
オ
ペ
ラ
で
仕
立
て
た
『
オ
ペ
ラ
～
日
蓮
の

宇
宙
～
曼
荼
羅(

ま
ん
だ
ら)

世
界
』
が
東
京
で
二
公
演
開
催
さ
れ
、
私
も
観
劇
し
て
き
ま
し
た
。 

日
蓮
聖
人
の
御
生
涯
に
つ
い
て
は
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
を
オ
ペ
ラ
と
い
う
全
く

趣
向
の
異
な
る
観
点
か
ら
捉
え
直
し
た
こ
と
で
、
貴
重
な
経
験
・
刺
激
に
な
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

  

今
回
の
東
京
行
き
に
は
、
実
は
、
も
う
ひ
と
つ
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
映
画
『
男
は
つ
ら

い
よ
』
の
舞
台
と
な
っ
た
葛
飾(

か
つ
し
か)

柴
又
の
帝
釈
天(

た
い
し
ゃ
く
て
ん)

参
拝
で
す
。 

 

柴
又
帝
釈
天
と
い
う
の
は
、
正
式
名
を
〈
題
経
寺
〉(

だ
い
き
ょ
う
じ)

と
い
う
日
蓮
宗
の
歴
史
あ
る

お
寺
な
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
ご
存
知
で
し
た
か
？ 

映
画
の
中
で
も
、
帝
釈
天
か
ら
お
題
目
の
声
が
響

い
て
い
る
シ
ー
ン
が
何
度
も
出
て
き
ま
す
。 

 

さ
て
参
拝
当
日
、
柴
又
駅
改
札
を
出
て
帝
釈
天
参
道
に
出
る
と
、
時
代
は
違
え
ど
映
画
で
観
た
の
と

同
じ
よ
う
な
店
々
が
連
な
り
、
主
人
公
「
寅
さ
ん
」
の
住
居
で
あ
る
「
と
ら
や
」
の
前
を
通
り
な
が
ら

歩
を
進
め
て
い
く
と
、
い
よ
い
よ
帝
釈
天
〈
題
経
寺
〉
の
立
派
な
山
門
が
姿
を
現
し
ま
す
。 

  

こ
の
お
寺
は
、
開
創
の
由
来
と
な
っ
た
樹
齢
４
５
０
年
の
「
瑞
龍
の
松
」
と
、
本
堂
周
囲
に
施
さ
れ

た
法
華
経
の
世
界
を
表
現
し
た
彫
刻
が
有
名
で
、
三
五
〇
年
と
い
う
歴
史
以
上
の
風
格
を
感
じ
ま
し
た
。

他
に
も
由
緒
あ
る
客
殿
や
、
御
神
水(

寅
さ
ん
の
産
湯
に
も
使
わ
れ
た)

の
湧
く
庭
園
が
あ
っ
た
り
と
見

ど
こ
ろ
満
載
で
す
の
で
、
も
し
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
ど
う
ぞ
参
拝
さ
れ
て
下
さ
い
。 

   

さ
て
今
回
の
テ
ー
マ
に
、
そ
の
、
主
人
公
「
寅
さ
ん
」
を
取
り
上
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

自
分
勝
手
で
自
由
気
ま
ま
な
生
き
方
を
し
な
が
ら
も
、
と
て
も
人
情
味
あ
ふ
れ
る
「
寅
さ
ん
」
。
そ
の

寅
さ
ん
と
家
族
・
友
人
、
そ
し
て
日
本
全
国
の
人
た
ち
と
の
喜
怒
哀
楽
あ
ふ
れ
る
交
流
が
毎
回
楽
し
く
、

『
男
は
つ
ら
い
よ
』
は
、
昭
和
４
４
年
か
ら
令
和
元
年
ま
で
実
に
五
十
話
ま
で
続
き
ま
し
た
。 

  



 

そ
の
わ
が
ま
ま
・
自
分
勝
手
な
「
寅
さ
ん
」
に
対
し
て
、
毎
回
、
家
族
や
友
人
た
ち
は
腹
を
立
て
た

り
ケ
ン
カ
を
し
た
り
す
る
の
で
す
が
、
寅
さ
ん
に
は
、
誰
に
も
負
け
な
い
く
ら
い
の
「
人
情
・
人
の
良

さ
」
が
あ
る
こ
と
を
み
ん
な
知
っ
て
い
る
。 

 

だ
か
ら
、
最
後
に
は
必
ず
「
寅
さ
ん
」
を
許
し
て
受
け
入
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
優
し
さ
と
い
う
か
、

大
げ
さ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
「
人
間
愛
」
に
、
私
は
い
つ
も
感
動
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

ま
た
、
そ
ん
な
「
寅
さ
ん
」
自
身
も
、
自
分
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
わ
が
ま
ま
な
部
分
が
あ
る
こ 

と
認
め
て
、
反
省
を
繰
り
返
す
。
そ
の
潔
さ
も
大
き
な
魅
力
の
一
つ
で
す
。 

   

仏
教
で
は
【
己 こ

心 し
ん

の
十
界

じ
っ
か
い

】
と
い
っ
て
、
誰
の
心
の
中
に
も
、
慈
悲
あ
ふ
れ
る
「
仏
菩
薩
の
こ
こ
ろ
」

か
ら
、
怒
り
や
欲
深
い
「
地
獄
餓
鬼
の
こ
こ
ろ
」
ま
で
十
種
類
の
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
良
い
部
分
も
悪
い
部
分
も
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
《
本
当
の
自
分
》
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。 

  

私
た
ち
は
つ
い
つ
い
、
人
の
一
面
を
見
て
「
あ
の
人
は
良
い
人
だ
・
悪
い
人
だ
」
と
決
め
つ
け
た
り
、

ま
た
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
「
自
分
は
良
い
人
間
だ
・
ず
る
い
人
間
だ
」
と
一
喜
一
憂
し
て
し
ま
い
が

ち
で
す
が
、
み
ん
な
【
己
心
の
十
界
】
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
心
の
片
隅
に
置
い
て
お
く

こ
と
が
大
切
な
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

   

日
蓮
聖
人
は
、
心
の
中
の
《
本
当
の
自
分
》
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
素
直
に
認
め
な
が
ら
実
践
し
て

い
く
こ
と
の
大
切
さ
・
功
徳
に
つ
い
て
、『
祈
祷
鈔(

き
と
う
し
ょ
う)

』
と
い
う
御
文
章
の
中
で
、
分
か

り
や
す
い
例
え
を
使
い
な
が
ら
私
た
ち
に
教
え
励
ま
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

 

法
華
経
の
行
者
の
祈
り
の
か
な
わ
ぬ
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。(

略) 

行
者
は
必
ず
不
実

な
り
と
も
、智
慧
は
お
ろ
か
な
り
と
も
、身
は
不
浄
な
り
と
も
、戒
徳
は
備
え
ず
と
も
、南

無
妙
法
蓮
華
経
と
申
さ
ば
必
ず
守
護
し
給
う
べ
し
。 

袋
き
た
な
し
と
て
金(

こ
が
ね)

を
捨
つ
る
こ
と
な
か
れ
。 

（
自
分
の
心
と
い
う
「
袋
」
に
汚
い
部
分
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
否
定
し
た
ら
袋
の
中
に

あ
る
大
切
な
「
金
」
を
も
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
よ
。
） 

  

私
は
自
信
を
失
い
そ
う
に
な
る
た
び
に
、
こ
の
お
言
葉
に
励
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。 

   



寅
さ
ん
が
持
つ
誰
に
も
負
け
な
い
く
ら
い
の
「
人
情
・
人
の
良
さ
」
は
、【
己 こ

心 し
ん

の
十
界

じ
っ
か
い

】
の
中
の
「
仏

菩
薩
の
こ
こ
ろ
」
で
あ
り
、
日
蓮
聖
人
の
い
う
「
金(

こ
が
ね)

」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。 

一
方
、
寅
さ
ん
の
心(

袋)

に
は
「
わ
が
ま
ま
・
自
分
勝
手
」
と
い
う
「
汚
れ
」
が
あ
る
こ
と
も
ま
た

事
実
で
す
。 

 

そ
の
汚
れ
を
否
定
せ
ず
認
め
て
、
反
省
し
な
が
ら
周
り
へ
の
感
謝
を
忘
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
ま
た
寅
さ
ん
の
「
金(

こ
が
ね)

」
は
磨
か
れ
輝
き
を
増
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。 

  

 

自
分
の
「
汚
れ
」
を
認
め
、
ま
た
他
人
の
「
汚
れ
」
を
許
す
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
。
そ
れ
こ

そ
が
、
“
南
無
妙
法
蓮
華
経
”
の
「
守
護
力
」
で
す
。 

 

柴
又
の
人
た
ち
の
「
人
間
愛
」
や
寅
さ
ん
の
潔
さ
は
、
歴
史
あ
る
帝
釈
天
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
お
題

目
の
「
守
護
力
」
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
実
際
に
訪
れ
て
私
は
そ
う
感
じ
ま
し
た
。 

    

「
お
め
え
、
偉
そ
う
に
言
っ
て
る
け
ど
よ
。
人
の
情
っ
て
も
の
が
ね
ぇ
じ
ゃ
ね
ぇ
か
！
」
映
画
の
中

の
寅
さ
ん
の
言
葉
で
す
。
時
代
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
現
在
に
お
い
て
こ
そ
、
あ
ら
た
め
て
、

寅
さ
ん
の
「
金(

こ
が
ね)

」
は
光
り
輝
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

  

私
た
ち
も
、
自
分
だ
け
の
「
仏
菩
薩
の
こ
こ
ろ
」
＝
「
金(

こ
が
ね)
」
を
大
切
に
守
り
、
磨
い
て
ま

い
り
ま
し
ょ
う
！ 

反
省
、
感
謝
、
潔
く
。
お
題
目
の
力
も
頂
き
な
が
ら…
 

 

 

合
掌 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

南
無
妙
法
蓮
華
経 
南
無
妙
法
蓮
華
経 


