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高
田
本
山
で
は
令
和
五
年
五
月
、「
開か

い
さ
ん山

親し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人
御
誕
生

八
五
〇
年
」
な
ど
の
大
法
会
（
奉ほ

う
さ
ん
ほ
う
え

讃
法
会
）
が
厳ご

ん
し
ゅ修

さ
れ
ま
す
。

ス
ロ
ー
ガ
ン
は

　

弥
陀
の
よ
び
声
「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
を
聞
い
て
ゆ
こ
う

で
す
。

　

檀
信
徒
研
修
会
に
、
続
け
て
ご
参
加
く
だ
さ
っ
て
み
え
る
方
も
、

初
め
て
の
方
も
、
今
後
共
に
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
来
た
る

大
法
会
を
豊
か
な
尊
い
ご
法
縁
と
し
て
頂
戴
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

研
修
会
で
は
様
々
な
例
え
話
を
折
り
ま
ぜ
な
が
ら
、
な
る
べ
く
柔

ら
か
く
、
ま
た
楽
し
く
、
ご
法
義
に
つ
い
て
、
ま
た
檀
信
徒
の
意
味
、

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
こ
れ
だ
け
は
知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
こ

と
、
寺
の
意
味
な
ど
を
お
伝
え
す
る
時
間
に
な
っ
た
ら
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　「
待
」
と
い
う
字
は
、
行
人
偏
に
「
寺
」。
寺
に
行
っ
た
り
来
た
り

す
る
こ
と
が
「
待
つ
」
と
い
う
字
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

次
回
、
第
七
十
回
檀
信
徒
研
修
会
に
た
く
さ
ん
の
方
々
が
ご
聴
聞

さ
れ
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

　

次
回
の
研
修
会
で
は
「
真
宗
」
に
つ
い
て
の
講
義
を
い
た
し
ま
す
。

講
義
（
法
話
）
の
概
略
は
後
述
の
と
お
り
で
す
。

　

ま
ず
、
哲
学
者
・
和わ
つ
じ
て
つ
ろ
う

辻
哲
郎
先
生
の
短
編
随
筆
『
土
下
座
』
を
読

み
、
ご
法
事
の
意
味
を
考
え
ま
す
。

　

若
い
こ
ろ
祖
父
の
葬
儀
に
田
舎
に
帰
り
、
野
で
行
わ
れ
た
葬
儀
の

最
後
、
父
と
共
に
出
口
で
土
下
座
を
し
会
葬
者
に
あ
い
さ
つ
を
し
ま

し
た
。
意
に
そ
ぐ
わ
ぬ
中
で
、
目
の
前
を
通
り
過
ぎ
な
が
ら
挨
拶
を

す
る
会
葬
者
の
脚
に
頭
を
下
げ
て
い
る
。

　

そ
の
内
に
、
そ
の
形
を
通
し
て
人
々
の
祖
父
に
対
す
る
思
い
や
は

た
ら
き
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
の
は
た
ら
き
の
中
で
自
分
の
い
の
ち

真
宗
高
田
派

檀
信
徒
研
修
会
だ
よ
り

ぜ
ひ
と
も
檀だ
ん
し
ん
と
け
ん
し
ゅ
う
か
い

信
徒
研
修
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

　
本
年
は
コ
ロ
ナ
対
策
も
あ
り
、
大
勢
の
方
々
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き

研
修
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
。

　
第
七
〇
回
檀
信
徒
研
修
会
が
賑
や
か
に
開
催
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。
そ
の
日
を
楽
し
み
に
お
念
仏
の
日
々
を
お
送
り
く
だ
さ

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
真
宗
高
田
派
宗
務
院
・
檀
信
徒
研
修
会
係



も
、
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
行
き
ま
す
。
そ

し
て
「
形
」
が
い
か
に
現
代
社
会
に
お
い
て
大
切
な
も
の
か
と
い
う

こ
と
に
も
気
づ
か
れ
て
行
か
れ
ま
す
。

　

現
代
社
会
で
は
ご
法
事
な
ど
の
大
切
に
さ
れ
て
い
た
「
形
」
が
少

し
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
皆
さ
ま
は
ど

う
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

最
近
は
熱
心
な
檀
信
徒
の
方
々
で
す
ら
「
形
」
の
意
味
が
よ
く
分

か
ら
ず
に
み
え
る
の
で
は
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

具
体
的
な
話
を
申
し
ま
す
と
、例
え
ば
葬
儀
に
お
け
る
「
紙し

か華
（
四

華
）」
の
意
味
は
分
か
り
ま
す
か
。

　
「
真
宗
は
生
花
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
枯
れ
る
こ
と
に
よ

り
生

し
ょ
う
ろ
う
び
ょ
う
し

老
病
死
の
人
生
を
お
教
え
く
だ
さ
る
佛
様
の
慈
悲
の
働
き
を
表

す
の
が
佛
華
で
あ
る
。
造
花
は
枯
れ
な
い
か
ら
適
当
で
は
な
い
。」

と
聞
か
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
に
、
な
ぜ
大
切
な
葬
儀
に
造
花
で
あ

る
紙
の
供
華
な
の
か
。
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
か
。
疑
問

に
思
わ
れ
な
い
こ
と
も
問
題
で
は
あ
り
ま
す
が
…
。

　

こ
の
「
形
」
の
意
味
は
、
釈
尊
が
沙さ

ら
そ
う
じ
ゅ

羅
双
樹
の
下
で
入

に
ゅ
う
め
つ滅
さ
れ
た

際
、
そ
の
葉
の
半
分
が
枯
れ
散
り
、
半
分
が
白
く
変
色
し
た
と
伝
え

ら
れ
、
そ
の
姿
を
か
た
ど
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
造
花
で

あ
る
紙
華
（
四
華
）
は
、
そ
の
「
形
」
で
無
常
と
い
う
こ
と
を
教
え

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
意
味
を
正
し
く
い
た
だ
い
た
上
で
、

「
形
」
を
護
る
こ
と
は
重
要
だ
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
他
の
例
で
は
、
最
近
数
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
高
田
派

の
寺
院
の
一
部
で
は
葬
儀
に
鐃

に
ょ
う
は
ち鈸

（
シ
ン
バ
ル
の
様
な
和
楽
器
）
を

打
ち
鳴
ら
し
ま
す
。

　

時
折
、
檀
信
徒
の
方
か
ら
「
真
宗
な
の
に
な
ぜ
あ
の
賑
や
か
な
楽

器
を
葬
儀
で
使
わ
れ
る
の
か
」
と
問
わ
れ
ま
す
。
現
在
で
は
確
か
に

真
宗
大
谷
派
な
ど
、
こ
の
楽
器
が
ほ
ぼ
廃
止
さ
れ
て
い
る
宗
派
も
あ

り
ま
す
が
、
高
田
派
な
ど
歴
史
あ
る
教
団
で
は
と
く
に
大
切
な
法
事

で
は
こ
の
和
楽
器
を
使
い
ま
す
。

　

こ
の
鐃
鈸
は
、
釈
尊
入
滅
に
天
地
も
驚
き
悲
し
み
、
天
は
悲
し
み

の
あ
ま
り
雷
鳴
を
轟
か
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
ま

す
。
釈
尊
で
す
ら
、
縁
（
条
件
）
が
そ
ろ
っ
た
な
ら
、
入
滅
を
む
か

え
る
（
起
）
の
だ
。「
お
前
も
死
ぬ
ぞ
。
本
当
に
わ
か
っ
て
ま
す
か
。」

と
佛
教
の
根
本
で
あ
る
縁
起
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
無
常
と
い
う
こ

と
を
、
鐃
鈸
の
鳴
り
響
く
音
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
私
た
ち
は
聞
か
さ

せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
尊
い
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
「
あ
ー
な
る
は
ず
だ
」「
こ
ー
な
る
は
ず
だ
」
と
自
分

の
思
い
に
執
着
し
ま
す
。
し
か
し
そ
の
思
い
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
私

の
人
生
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
無
常
（
常
で
は
無
い
）
な
の
で
す
。

ど
う
に
も
な
ら
な
い
歩
み
で
す
。
だ
か
ら
苦
悩
が
生
ま
れ
ま
す
。
一



切
皆
苦
で
す
。
そ
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
が
、
釈
尊
の
説
か
れ

た
佛
教
で
す
。そ
し
て
そ
の
佛
教
の
中
で
こ
の
私
が
救
わ
れ
る
道
が
、

親
鸞
聖
人
の
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
真
宗
で
す
。

　

高
田
本
山
で
は
、
お
七
夜
報ほ

う
お
ん
こ
う

恩
講
の
一
月
十
五
日
の
後
夜
を
、
非

常
に
尊
い
意
味
が
あ
る
御
法
座
と
し
て
お
勤
め
に
な
ら
れ
ま
す
。
高

田
派
の
伝
統
の
あ
る
誇
る
べ
き
勤
式
と
言
え
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
本

山
職
員
が
黒こ

く
え衣

・
墨す

み
げ
さ

袈
裟
の
装
束
に
て
、
親
鸞
聖
人
の
著
さ
れ
た

『
入に

ゅ
う
し
ゅ
つ
に
も
ん
げ

出
二
門
偈
』
を
唱
和
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
の
偈げ

じ
ゅ頌

の
中
で
聖

人
は
、「
念
佛
成
佛
す
る
、
こ
れ
真
宗
な
り
。（
念
佛
成
佛
是
真
宗
）」

と
仰
っ
て
み
え
ま
す
。
そ
し
て
続
い
て
「
す
な
わ
ち
こ
れ
円
教
の
な

か
の
円
教
な
り
、
す
な
は
ち
こ
れ
頓
教
の
な
か
の
頓
教
な
り
。」
と

も
仰
っ
て
み
え
ま
す
。「
円
教
」
と
は
佛
教
の
中
で
最
も
完
全
な
教

え
の
こ
と
で
あ
り
、「
頓
教
」
と
は
最
も
速
や
か
に
さ
と
り
に
至
る

教
え
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
後
夜
の
勤
式
は
、
念
佛
成

佛
こ
そ
が
「
ま
こ
と
の
み
む
ね
（
真
宗
）」
で
あ
り
、「
私
に
と
っ
て

の
本
当
の
依
り
処
」
で
あ
る
と
、
御
正
当
の
前
夜
に
私
た
ち
は
し
み

じ
み
と
聞
か
さ
せ
て
い
た
だ
く
お
勤
め
な
の
で
す
。

　
「
念
佛
」
と
は
佛
を
念
ず
る
。
こ
の
佛
は
阿
弥
陀
佛
で
す
。
念
ず

る
と
は
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ
の
信
ず
る
こ
と
が
難

し
い
。「
信
ず
る
」
と
は
人
の
言
葉
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
意
で
す
。

ま
た
「
信
ず
る
」
と
は
「
た
の
む
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
頼
む
」

で
は
な
く
「
憑
む
」
で
す
。「
憑
」
は
お
ま
か
せ
す
る
と
い
う
意
味

で
す
。「
念
ず
る
」
と
は
「
ま
か
せ
る
」。「
念
佛
」
と
は
佛
さ
ま
に

お
ま
か
せ
す
る
。
そ
の
姿
が
「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
称
え
る
私
の

姿
で
す
。
そ
し
て
そ
の
私
の
姿
（
形
）
す
ら
が
阿
弥
陀
佛
の
は
た
ら

き
に
依
る
こ
と
で
す
。
賜
り
た
る
念
佛
。
他
力
の
念
佛
で
す
。

　
「
成
佛
」と
は
佛
に
な
る
こ
と
。
こ
の
佛
は「
覚
者
」の
こ
と
で
す
。

生
老
病
死
を
苦
悩
と
し
、迷
い
の
道
を
歩
む
の
が
私
た
ち
凡
夫
で
す
。

そ
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
迷
い
の
道
か
ら
覚
め
る
者
を
「
覚
者
」
と

呼
び
ま
す
。
そ
の
覚
者
に
成
る
こ
と
を
「
成
佛
」
と
い
い
ま
す
。

　

念
佛
申
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
凡
夫
で
あ
る
私
が
佛
と
成
る
身
と
成

ら
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
が
「
真
宗
」
で
す
。

　
「
真
宗
」
と
は
こ
の
私
に
と
っ
て
の
本
当
の
依
り
処
の
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
喚(

よ)

び
声
「
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
」
を
聞

い
て
ゆ
く
歩
み
こ
そ
が
「
真
宗
」
で
す
。

　

そ
の
み
教
え
に
遇
う
て
行
く
人
を
檀
信
徒
と
言
い
ま
す
。

　

そ
の
念
佛
の
み
教
え
を
ご
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
の
念
佛
道

場
を
寺
と
い
い
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
の
み
教
え
に
出
遇
う
た
め
の
道
場
を
護
り
お
支
え
し
て

く
だ
さ
る
の
が
大
切
な
檀
信
徒
様
の
役
割
な
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



　

檀
信
徒
研
修
会
で
は
、「
髙
田
の
あ
ゆ
み
」
と
題
し
て
、
親
鸞
聖
人
か
ら

現
在
ま
で
の
髙
田
の
足
跡
を
辿
っ
て
い
ま
す
。
前
回
の
お
話
は
、
髙
田
で

中
興
上
人
の
呼
び
親
し
ん
で
い
る
真
慧
上
人
の
と
こ
ろ
に
さ
し
か
か
っ
て

き
ま
し
た
。

　

髙
田
本
山
で
は
、
令
和
五
年
に
真
慧
上
人
の
五
百
五
十
回
遠
忌
の
法
要

を
営
み
ま
す
。

　

真
慧
上
人
の
時
代
は
、
ち
ょ
う
ど
今
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
『
麒
麟
が

く
る
』
を
放
映
し
て
い
ま
す
。
そ
の
激
動
の
時
代
で
す
。
髙
田
本
山
に
は
、

織
田
信
長
や
朝
倉
義
景
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
な
ど
の
書
状
が
遺
さ
れ

て
い
ま
す
。
大
河
ド
ラ
マ
を
見
な
が
ら
、
こ
の
時
代
に
お
念
仏
の
み
教
え

を
伝
え
て
い
く
苦
難
に
思
い
を
馳
せ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
今
私
た
ち
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影

響
で
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
事
態
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

し
か
し
歴
史
を
辿
っ
て
い
け
ば
、
飢
饉
や
災
害
、
疫
病
の
流
行
な
ど
が

あ
り
ま
し
た
。
今
日
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
発
達
し
て
い
な
い
時

代
に
人
は
ど
の
よ
う
に
乗
り
超
え
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

髙
田
の
歩
み
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
と
そ
こ
に
生
き
る
人
び
と
と
共
に

あ
り
ま
し
た
。

　

親
鸞
聖
人
の
時
代
も
、
飢
饉
や
災
害
な
ど
苦
難
の
時
代
で
し
た
。
親
鸞

聖
人
八
十
八
歳
の
お
手
紙
に
は
、
去
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
老
い
も
若
き

も
男
も
女
も
多
く
の
人
が
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
痛
み
、
わ
が
事
と
し

て
受
け
と
め
な
が
ら
、
そ
の
中
で
も
仏
法
を
聞
い
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ

を
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
お
手
紙
は
、
前
の
年
か
ら
起
こ
っ
た
飢
饉
が
も
と
で
多
く
の
方
が

亡
く
な
っ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
念
佛
の
教
え
を
伝
え
続
け
て
い
る
お
弟

子
さ
ん
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
悲
し
み
に
く
れ
る
関
東
の
人
び
と
の
身

を
案
じ
な
が
ら
、
そ
の
悲
し
み
の
中
で
大
切
な
こ
と
を
見
失
っ
て
は
な
ら

な
い
と
の
思
い
か
ら
、
書
か
れ
た
も
の
で
し
た
。

　

飢
饉
に
よ
っ
て
大
切
な
人
を
失
っ
た
悲
し
み
や
不
安
の
中
で
押
し
つ
ぶ

さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
人
び
と
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
大
事
に
し
て
い

た
こ
と
が
、
む
な
し
く
感
じ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
生
死
無
常
と
い
う
こ
と
は
、
く
わ
し

く
お
釈
迦
様
や
阿
弥
陀
如
来
が
お
説
き
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
私
は
命
の

終
わ
り
方
に
善
し
悪
し
を
言
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
お
念
佛
申
し
、
信
心
を

得
る
人
は
、
必
ず
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
か
ら
で
す
、
と
。

　

お
念
佛
の
み
教
え
は
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
に
で
も
、
道
を
開

く
教
え
で
す
。
ど
う
か
こ
の
厳
し
い
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、
歩
み
を
共

に
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　　

檀
信
徒
研
修
会
が
開
催
さ
れ
る
ま
で
、
し
ば
ら
く
お
ま
ち
く
だ
さ
い
。

高
田
の
あ
ゆ
み  

三
重
県
多
気
町　

明
通
寺
住
職　

佐
波
真
教


