
シ
リ
ー
ズ
で
、
お
経
・

偈
文
な
ど
の
意
味
を
少

げ

も

ん

し
ず
つ
解
説
し
て
き
ま

し
た
。

前
回
は
お
釈
迦
さ
ま

が
お
悟
り
を
開
く
に
至
っ

た
「
雪
山
偈
」
そ
し
て

せ

っ

せ

ん

げ

「
い
ろ
は
歌
」
と
し
て

詠
ま
れ
て
来
た
と
い
う

お
話
を
し
ま
し
た
。

今
回
は

そ
の
三
法

印
の
残
り
に
つ
い
て
お

話
し
し
ま
し
ょ
う
。

諸
法
無
我
（
全
て

の
も
の
は
ひ
と
り
で
は
存

在
し
え
な
い
、

す
べ
て
の

も
の
は
縁
の
お
か
げ
で

存
在
す
る
）
執
着
を

呼
ぶ
も
の
と
は
「
我
」

で
す
。
「
我
」
と
は
自

分
本
位
の
こ
と
で
い
ろ

い
ろ
な
種
類
が
あ
り
ま

す
。私

た
ち
は
、
な
が
れ

て
い
く
「
も
の
」
あ
る

い
は
「
こ
こ
ろ
」
を
我

が
も
の
と
し
て
、
あ
て

を
作
っ
て
、
自
分
の
尺

度
に
都
合
の
い
い
よ
う

に
考
え
執
着
し
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
苦
の
世
界
を

作
り
出
し
て
し
ま
う
の

で
す
。
一
切
は
無
我
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
我

も
、
そ
し
て
我
が
も
の

と
思
え
る
何
も
の
も
無

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

全
て
の
も
の
は
縁
の
寄

り
集
ま
り
と
い
う
の
で

す
。
人
間
の
苦
悩
や
争

い
の
原
因
は
つ
ま
り

「
我
欲
」
で
す
。
人
間

で
あ
れ
ば
誰
し
も
欲
の

な
い
人
な
ど
存
在
し
な

い
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど

も
、
そ
の
欲
を
ほ
し
い

ま
ま
に
す
れ
ば
、
俺
が

俺
が
の
貪
欲
と
な
っ
て

あ
げ
く
は
互
い
に
憎
し

み
争
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の

欲
の
対
象
で
あ
る
財
産

も
、
地
位
も
、
名
声
も

死
ぬ
と
き
に
は
全
部
こ

の
世
に
お
い
て
ゆ
く
の

で
あ
っ
て
、
生
き
て
い

る
間
は
あ
ず
か
っ
て
い

る
だ
け
で
す
。
の
の
し
っ

た
人
も
、
の
の
し
ら
れ

た
人
も
、
儲
け
た
人
も

損
し
た
人
も
み
ん
な
消

え
て
い
く
の
で
す
。

人
間
の
欲
を
率
直
に

読
み
上
げ
た
歌
が
あ
り

ま
す
。
「
嫁
は
十
八
、

わ
し
ゃ
二
十
歳
、
頃
は

三
月
花
の
頃
、
減
ら
ぬ

お
金
が
三
百
両
、
子
供

三
人
孝
行
、
死
ん
で
も

命
が
あ
る
よ
う
に
」
、

努
力
す
れ
ば
可
能
で
あ

る
も
の
を
望
む
の
で
あ

れ
ば
、
立
派
な
願
い
と

な
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
願
っ
て
も
叶
え
ら

れ
な
い
こ
と
を
願
い
は

じ
め
た
と
き
、
こ
れ
は

妄
想
と
な
り
迷
い
と
な

り
ま
す
。
貪
り
か
ら

「
愚
か
さ
」
と
い
う
毒

素
が
湧
き
だ
し
、
思
い

込
み
と
い
う
知
識
か
ら

愚
痴
が
出
る
の
で
す
。

「
痴
」
と
い
う
字
は
、

や
ま
い
だ
れ
の
中
に
知

と
い
う
字
が
入
っ
て
い

ま
す
。
本
当
の
字
は
知

で
は
な
く
、
疑
う
と
い

う
字
で
あ
る
と
も
い
い

ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
真
実
が
み
え
な
い

お
ば
か
さ
ん
の
事
で
す
。

こ
こ
の
と
こ
ろ
を
諸

法
無
我
（
一
切
は
所
有

で
き
な
い
）
と
さ
と
る

こ
と
が
「
有
為
の
奥
山

今
日
こ
え
て
、
浅
き
夢

み
し
酔
い
も
せ
ず
」
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
有
為
の
奥
山
」
と
は

変
わ
っ
て
し
ま
う
う
つ

ろ
な
も
の
を
、
真
実
の

も
の
と
し
て
欲
し
が
り

望
む
愚
か
さ
で
す
。
こ

の
迷
い
の
山
を
越
え
れ

ば
、
煩
悩
の
夢
に
う
な

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
や

す
ら
ぎ
の
目
覚
め
に
な

る
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
。

お
釈
迦
さ
ま
は
諸
々

の
苦
を
消
し
て
し
ま
う

の
を
「
四
諦
」
（
四
つ

の
さ
と
り
）
と
し
て
示

さ
れ
ま
す
。
そ
の
覚
り

を
得
る
た
め
に
、
正
し

い
八
つ
の
道
の
修
行

「
八
正
道
」
を
示
さ
れ

ま
す
。

涅
槃
寂
静
（
欲

望
煩
悩
に
縛
ら
れ
た

世
界
か
ら
解
放
さ
れ

れ
ば
、
身
心
は
落
ち
着

い
て
い
け
る
）
涅
槃
と

い
う
言
葉
は
簡
単
に
い

え
ば
さ
と
り
と
い
う
意

味
で
す
。
つ
ま
り
、
自

我
以
前
の
世
界
、
自
我

を
超
え
た
世
界
と
い
っ

て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

人
間
存
在
と
は
、
無
常
、

無
我
、
四
苦
八
苦
を
生

き
て
い
ま
す
。
こ
の
真

理
か
ら
出
ら
れ
な
い
と

し
た
ら
、
そ
こ
に
腹
を

す
え
て
生
き
て
い
か
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。

道
元
禅
師
は
「
仏
道

を
な
ら
う
は
自
己
を
な

ら
う
な
り
。
自
己
を
な

ら
う
と
い
う
は
自
己
を

わ
す
る
る
な
り
」
と
さ

と
さ
れ
ま
し
た
。
見
る

も
の
と
見
ら
れ
る
も
の

と
の
対
立
関
係
に
あ
る

「
我
」
の
欲
望
に
執
着

し
な
け
れ
ば
、
も
だ
え

る
自
己
は
な
く
な
り
ま

す
。
そ
れ
が
、
悩
み
に

と
ら
わ
れ
な
い
や
す
ら

か
な
人
生
で
あ
り
安
楽

と
な
り
ま
す
。

今
回
で
「
三
法
印
」

の
説
明
を
終
わ
ら
せ
て

頂
き
ま
す
。

次
回
は
ど
ん
な
お
経

に
な
る
で
し
ょ
う

今
年
も
お
盆
を
迎

え
ま
す
。
お
盆
は
、
私

た
ち
に
も
っ
と
も
親
し

み
や
す
い
仏
教
行
事
の

一
つ
で
す
。
子
供
の
頃
、

私
は
お
盆
の
正
式
名
称

で
あ
る
「
盂
蘭
盆
（
う

ら
ぼ
ん
）
」
と
い
う
の

を
知
ら
ず
、
お
盆
に

「
ウ
ラ
」
と
か
「
オ
モ

テ
」
と
か
あ
る
の
か
な
？

と
不
思
議
で
し
た
。
皆

さ
ん
は
そ
ん
な
こ
と
は

無
い
と
お
も
い
ま
す
け

れ
ど
も
・
・
・
。

今
回
は
お
盆
の
由
来

に
つ
い
て
お
話
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

お
盆
の
こ
と
を
盂
蘭

盆
（
う
ら
ぼ
ん
）
と
い

い
、
正
し
く
は
梵
語
で

「
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
」
と

訳
し
「
倒
懸
」
さ
か
さ

と

う

け

ん

ま
に
つ
る
さ
れ
た
苦
し

み
と
い
う
意
味
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
苦
し
み
を

取
り
除
く
供
養
が
お
盆

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。由

来
は
、

お

釈

迦

さ

ま

の

十

代

弟

子

の

一

人

で

あ

る

目

蓮

尊

者

（

も

く

れ

ん
そ
ん
じ
ゃ
）

が

餓

鬼

道

に

お

ち

た

亡
母
の
苦
し
み
を
を
救
っ

た
因
縁
に
よ
る
こ
と
が

「
盂
蘭
盆
経
」
に
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

あ
る
時
、
目
蓮
尊
者

が
神
通
力
を
も
っ
て
亡

き
母
の
恩
に
報
い
た
い

と
千
里
眼
で
あ
の
世
を

透
視
す
る
と
、
こ
と
も

あ
ろ
う
に

母
は
餓
鬼

道
に
お
ち

て
い
ま
し

た
。
「
ウ

ラ
ン
バ
ー

ナ
」
と
い

う
苦
し
み

を
受
け
て

い
た
の
で

す
。
生
前
の
面
影
は
な

く
、
す
っ
か
り
や
せ
衰

え
て
骨
と
皮
だ
け
に
な
っ

て
飢
え
に
苦
し
ん
で
い

る
の
で
し
た
。
尊
者
は

神
通
力
を
も
っ
て
、
母

に
食
べ
物
を
さ
さ
げ
ま

し
た
が
、
口
元
に
運
ん

だ
と
た
ん
燃
え
上
が
り

食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
目
蓮
尊
者
は
嘆

き
悲
し
み
、
お
釈
迦
さ

ま
に
母
を
救
う
教
え
を

願
っ
た
と
こ
ろ
、

「
お
前
一
人
の
力
で
は

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き

ま
い
。
お
前
の
お
母
さ

ん
は
お
前
に
は
や
さ
し

い
、
い
い
お
母
さ
ん
だ
っ

た
。
し
か
し
、
我
が
子

可
愛
さ
の
余
り
つ
い
つ

い
知
ら
ず
の
間
に
重
ね

た
貪
欲
の
報
い
で
餓
鬼

の
世
界
に
落
ち
苦
し
み

続
け
て
い
る
の
だ
。
し

か
し
七
月
十
五
日
に
は

厳
し
い
九
十
日
間
の
修

行
を
終
え
て
清
浄
に
な
っ

た
僧
達
が
帰
っ
て
く
る
。

そ
の
お
坊
さ
ん
た
ち
に

百
味
の
飲
食
（
お
ん
じ

き
）
を
供
え
て
供
養
し

な
さ
い
。
修
行
僧
た
ち

は
、
ご
先
祖
様
や
餓
鬼

道
で
苦
し
ん
で
い
る
者

の
た
め
に
喜
ん
で
回
向

（
供
養
）
し
て
く
れ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ

ば
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ

て
、
お
前
の
母
や
、
餓

鬼
道
で
苦
し
む
者
も
含

め
て
、
き
っ
と
母
を
救

う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ

う
」
と
教
示
せ
ら
れ
ま

し
た
。
目
蓮
さ
ま
は
こ

の
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え

に
従
い
実
行
し
て
み
る

と
不
思
議
に
そ
の
功
徳

に
よ
っ
て
苦
し
み
か
ら

餓
鬼
道
の
苦
し
み
か
ら

救
わ
れ
た
と
「
盂
蘭
盆

経
」
に
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
「
お
母
さ
ん
が
餓

鬼
道
か
ら
抜
け
出
し
昇

天
す
る
姿
を
見
て
、
目

蓮
さ
ま
回
り
の
人
共
々

う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
我

を
忘
れ
て
お
ど
り
回
っ

て
喜
ん
だ
と
い
い
、
そ

れ
が
今
の
盆
お
ど
り
の

始
ま
り
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
「
ウ
ラ
ン
バ
ー

ナ
」
に
漢
字
を
当
て
た

の
が
、
日
本
で
は
盂
蘭

盆
に
な
り
ま
す
。
目
蓮

尊
者
の
お
母
さ
ん
は
目

蓮
尊
者
に
と
っ
て
大
変

や
さ
し
い
お
母
さ
ん
で

あ
っ
と
い
う
の
で
す
が
、

そ
れ
で
は
何
故
に
や
さ

し
い
お
母
さ
ん
が
餓
鬼

道
に
落
ち
て
し
ま
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
、
息
子
で
あ
る
目
蓮

さ
ん
に
と
っ
て
は
優
し

か
っ
た
の
で
す
が
、
実

は
そ
の
愛
情
は
我
が
子

さ
え
よ
け
れ
ば
、
他
人

の
子
は
ど
う
で
も
良
い
、

我
が
子
だ
け
に
は
良
い

服
を
着
せ
た
い
、
お
い

し
い
も
の
を
食
べ
さ
せ

た
い
、
と
い
う
母
で
あ
っ

た
と
い
う
の
で
す
。
餓

鬼
道
に
落
ち
た
の
は
そ

の
為
と
言
わ
れ
ま
す
。

私
た
ち
の
心
の
奥
深
く

ひ
そ
む
欲
望
を
象
徴
し

た
の
が
餓
鬼
道
の
世
界

で
す
。
何
か
に
と
ら
わ

れ
、
し
が
み
つ
き
、
ガ

ツ
ガ
ツ
と
迷
い
、
悩
ん

で
い
る
姿
を
あ
ら
わ
し

て
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ

ま
が
目
蓮
尊
者
に
衆
僧

供
養
を
す
す
め
た
こ
と

は
、
目
蓮
尊
者
の
母
が

出
来
な
か
っ
た
布
施
行

を
母
の
か
わ
り
に
目
蓮

尊
者
を
し
て
、
行
わ
せ

し
め
た
の
で
し
ょ
う
。
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１ ４

「

三

法

印

」

諸
行
無
常
（し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う
）

あ
ら
ゆ
る
一
切
の
も
の
は
無
常
で
あ
る

諸
法
無
我
（し
ょ
ほ
う
む
が
）

全
て
の
も
の
は
ひ
と
り
で
は
存
在
し
え
な
い

す
べ
て
の
も
の
は
縁
の
お
か
げ
で
存
在
す
る

涅
槃
寂
静
（
ね
は
ん
じ
ゃ
く
じ
ょ
う
）

欲
望
煩
悩
に
縛
ら
れ
た
世
界
か
ら
解
放

さ
れ
れ
ば
、身
心
は
落
ち
着
い
て
い
け
る

「

三

法

印

（三
つの
真
理
）

」

さ

ん

ぼ

う

い

ん

お
帰
り
な
さ
い
、
ご
先
祖
さ
ま
達

そ
し
て

遠
く
へ
行
っ
て
い
る

我
が
子
、
孫

親
戚
の
み
ん
な

ゆ
っ
く
り
し
て
行
っ
て
ネ
。



平
成
二
十
三
年
の
八
月
に

出
家
得
度
式
を
し
、
正
式

に
僧
侶
の
仲
間
入
り
を
し

た
後
、
平
成
二
十
四
年
の

晋
山
式
の
時
に
は
長
老
に

な
る
儀
式
、
立
身
、

法
戦
式

と
も
い
う
儀
式
を
終
え
、

平
成
二
十
五
年
の

三
月
に
札
幌
中
央

寺
専
門
僧
堂
に
修

行

に

入

り

ま
し
た
。

僧堂の

山

門

に

下

が

っ

て

い

る

木
版
と
い
う
も
の

も

っ

ぱ

ん

を

三

打

し

て

、

「

御

開

山

拝

答

並

び

に

免
掛
塔
よ
ろ
し
ゅ
う
！
」

め

ん

か

た

と
大
声
で
入
山
を
冀
う
の

こ
い
ね
が

で
す
が
、
な
か
な
か
許
し

て
も
ら
え
ず
、
立
っ
て
待

つ
こ
と
二
時
間
か
ら
三
時

間
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
、
や
っ
と
係

の
も
の
が
出
て
来
た
か
と

思
う
と
、
「
な
ま
え
は
？
、

ど
こ
か
ら
来
た
？
、
何
し

に
き
た
？
、
修
行
と
は
な

ん
ぞ
や
？
」
と
い
ろ
い
ろ

な
問
答
が
始
ま
る
の
で
す
。

問
答
も
終
わ
り
、
個
室

に
通
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
か

ら
も
更
に
大
変
で
、
食
事
、

ト
イ
レ
の
時
以
外
は
、
坐

禅
三
昧
で
す
。

線
香
一
本
消

え
る
ま
で
坐
り
、
正

座
し
て
少
し
休

ん
で
は
又
坐

る
。
こ
れ

を
夜
の
９

時

ま

で

繰

り

返

し
、

約

四
、

五

日

間

続

け
ま
す
。

基
本
を

習
い
、
や
っ

と
の
思
い
で
、

大
衆
（
な
か
ま
）

の
い
る
大
部
屋
に
移
り
、

修
行
に
入
る
の
で
す
。

緊
張
、
厳
し
さ
、
仲
間

と
の
関
わ
り
、
大
衆
一
如
。

「
修
行
と
は
な
ん
ぞ
や
？
」

答
え
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

答
え
を
み
つ
け
ら
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。

ま
だ
ま
だ
続
く
修
行
。

あ
る
檀
家
さ
ん
の
お
宅

に
用
事
が
あ
っ
て
伺
っ
た

ら
、
三
枚
ほ
ど
の
額
が
壁

に
掛
け
が
あ
り
ま
し
た
。

「
ど
こ
か
で
見
た
事
の

あ
る
絵
だ
な
あ
」
と
思
い

だ
そ
う
と
し
て
い
た
ら
、

「
お
寺
か
ら
頂
い
た
カ
レ

ン
ダ
ー
の
絵
で
す
ヨ
、
た

だ
捨
て
る
の
で
は
も
っ
た

い
な
い
か
ら
。
」
と
の
こ

と
。
な
る
ほ
ど
と
思
い
額

縁
は
ど
う
し
た
の
か
と
聞

い
た
ら
、
ダ
イ
ソ
ー
で
216

円
で
手
に
入
る
と
の
こ
と
。

早
速
、
わ
た
し
も
10

枚

買
い
込
み
カ
レ
ン
ダ
ー
の

部
分
と
絵
の
と
こ
ろ
を
切

り
取
り
、
額
縁
に
入
れ
て

み
ま
し
た
。
ご
ら
ん
の
通

り
の
で
き
ば
え
で
見
事
で

す
。庫

裡
側
か
ら
本
堂
に
入

り
、
新
位
牌
堂
側
の
水
屋

の
所
の
壁
に
掛
け
て
あ
り

ま
す
。

み
な
さ
ん
も
や
っ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

朝に感謝

第１３号 林 泉 寺 だ よ り 平成２６年８月６日（水）

ー
え
ん
子
角
良
ー

斗
内
に
あ
る
、
農
山
村
開
発
セ
ン

タ
ー
の
西
北
方
に
、
白
い
肌
を
し

た
断
崖
が
見
え
ま
す
。
こ
こ
を

「
え
ん
子
角
良
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
以
前
は
、
こ
の
角
良
の
下
を

鹿
角
街
道
が
通
り
、
街
道
に
沿
う

よ
う
に
熊
原
川
が
、
水
か
さ
も
多

く
渦
ま
い
て
流
れ
て
い
ま
し
た
。

月
の
明
る
い
霧
の
夜
な
ど
に
、

こ
の
断
崖
の
上
に
若
い
娘
が
姿
を

あ
ら
わ
し
て
、
黒
髪
を
櫛
で
け
ず
っ

て
い
る
姿
が
見
ら
れ
た
と
言
い
ま

す
。
こ
の
娘
は
「
え
ん
子
」
と
呼

ぶ
、
美
し
い
娘
で
し
た
が
、
家
は

貧
し
い
百
姓
家
で
し
た
。
そ
の
娘

の
「
ゆ
う
れ
い
」
な
の
で
す
。
そ

れ
で
、
こ
の
断
崖
を
、
「
え
ん
子

角
良
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。え

ん
子
は
、
同
じ
村
の
与
市
と

い
う
百
姓
家
の
若
者
と
親
し
く
な

り
ま
し
た
。
星
の
ま
だ
見
え
る
頃

か
ら
、
星
の
出
る
ま
で
働
い
た
当

時
の
百
姓
で
し
た
が
、
仕
事
が
終

わ
っ
て
か
ら
二
人
は
、
月
の
晩
な

ど
は
、
角
良
の
下
で
よ
く
話
し
合
っ

て
い
る
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

え
ん
子
は
、
な
か
な
か
の
美
人

で
し
た
か
ら
縁
談
は
方
々
か

ら
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

父
や
母
も
、
与
市
の
ま
じ
め

な
人
柄
ど
働
き
ぶ
り
を
知
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
二
人
が

い
っ
し
ょ
に
な
る
こ
と
は
、
は
ん

た
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
ろ
の
百
姓
は
、

家
に
一
人
の
人
数
が
増
え
る
と
い

う
こ
と
は
大
変
な
事
で
し
た
。
嫁

入
り
す
る
こ
と
は
家
族
が
増
え
る

こ
と
な
の
で
、
与
市
は
、
出
稼
ぎ

に
出
て
金
を
貯
め
て
来
る
こ
と
を

決
心
し
ま
し
た
。

「
え
ん
子
、
お
ら
ぁ
松
前
の
方
さ
、

か
へ
ぐ
に
い
っ
て
く
る
じ
ゃ
」

「
い
つ
ご
ろ
ま
で
、
い
で
く
る
が

え
。
」

「
一
年
ぐ
ら
い
で
帰
っ
て
来
て
ぇ

ど
も
よ
。
」

「
ほ
ん
と
に
一
年
で
帰
っ
て
来
て

な
ぇ
し
。
」

え
ん
子
も
事
情
が
わ
か
っ
て
い

る
の
で
、
反
対
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

い
ま
ま
で
の
よ
う
に
会
っ
て
話
す

こ
と
も
出
来
な
く
な
っ
て
、
さ
び

し
い
け
れ
ど
も
、
少
し
の
間
の
辛

抱
だ
と
、
え
ん
子
は
心
の
中
で
つ

ぶ
や
く
の
で
し
た
。

「
か
ら
だ
さ
、
気
を
つ
け
で
、
い
っ

て
き
で
な
ぇ
し
。
」

「
う
ん
、
お
ま
え
も
な
。
」

こ
う
し
て
、
与
市
は
出
稼
ぎ
に

で
て
ゆ
き
ま
し
た
。

え
ん
子

に

と
っ
て
、
一
年
の
月

日
は
長
い
も
の
で
し
た
が
、
仕
事

に
追
わ
れ
て
い
る
百
姓
に
は
一
年

は
す
ぐ
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

え
ん
子
は
角
良
の
下
に
立
っ
て
、

与
市
の
帰
り
を
待
ち
ま
し
た
。

約
束
か
ら
一
ヶ
月
す
ぎ
、
二
ヶ

月
す
ぎ
て
も
与
市
は
帰
っ
て
来
ま

せ
ん
。
こ
の
ご
ろ
「
え
ん
子
」
は

顔
色
も
余
り
よ
く
な
く
、
ボ
ン
ヤ

リ
と
三
戸
の
方
を
見
な
が
ら
、
角

良
の
下
に
立
っ
て
い
る
事
が
よ
く

あ
り
ま
し
た
。
。

「
与
市
さ
ん
が
、
他
国
の
人
と
一

よ

そ

緒
に
な
っ
て
帰
っ
て
来
な
い
の
で

な
い
か
。
」
と
、
フ
ト
思
う
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
二
年
も
す
ぎ
て

か
ら
で
す
。

サ
ァ
ー
ッ
、
与
市
さ
ん
は
帰
っ

て
き
ま
せ
ん
。
都
会
の
方
が
よ
く

な
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、
た
ん

ま
り
お
金
を
稼
い
で
、
よ
そ
の
女ひ

と

と
一
緒
に
な
っ
た
の
か
。

そ
れ
と
も
？

な
に
か
別
な
事
情

で
も
あ
っ
た
の
か
。

待
ち
焦
が
れ
る
え
ん
子
・
・
・
。

ー
つ
づ
く
ー

我
を
出
す
な

舌
を
出
す
な

精
を
出
せ

祝
い
事
は
延
ば
し
、

仏
事
は
取
り
越
す
も
よ
し

さ
れ
ど
吉
凶
に

心
迷
わ
す
な

※

祝
い
事
は
慎
重
に
し
て
遅
れ
て

す
る
く
ら
い
が
よ
い
が
、
仏
事
は

反
対
に
早
め
に
繰
り
上
げ
て
す
る

方
が
よ
い
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し

そ
れ
に
し
ば
ら
れ
る
の
で
は
意
味

が
な
い
。
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３ ２

施
食
会
の
ご
案
内

八
月
十
四
日
（
木
曜
日
）

午
前
十
一
時
よ
り

本
堂
に
於
い
て
ご
供
養
し
ま
す
。

供
養
料

一
千
円
以
上

同
封
の
申
し
込
み
用
紙
に

お
名
前
を
記
入
し

供
養
料
を
添
え
て

当
日
本
堂
受
付
ま
で

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
尚
、当
日
お
出
で
に
な
れ
な
い
方
は

前
も
っ
て
、随
時
受
付
い
た
し
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

い
っ
ぷ
く

着々と和尚への道を歩む
ー 拓郎和尚 ー 修

行
を
終
え
る

こ
の
壁
掛
け
い
い
で
し
ょ
？
。

な
ん
と
、
寺
で
毎
年
配
布
し
て
い
る

カ
レ
ン
ダ
ー
の
挿
絵
な
ん
で
す
。

朝
に
感
謝

夕
に
報
恩

あ
し
た

ゆ
う
べ

ほ
う
お
ん

生
き
る
よ
ろ
こ
び

生
か
さ
れ
る
幸
せ

あ
り
が
と
う
、
お
か
げ
さ
ま
、
合
掌
の
生
活

が
っ
し
ょ
う

心
が
安
ら
ぎ

や
す

吉
祥
の
出
づ
る
と
こ
ろ

き
ち
じ
ょ
う

い

先
祖
が
眠
り

子
孫
が
集
う
と
こ
ろ

つ
ど

そ
れ
が

お
寺
の
本
堂
で
す

御
仏
壇
は
我
が
家
の
本
堂
で
す

心
を
こ
め

お
仏
壇
や
本
堂
に
お
ま
い
り
し
ま
し
ょ
う


