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一
心
寺
か
わ
ら
版 

第
四
十
号 

平
成
二
十
九
年
三
月
発
行 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ブ
ロ
グ
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
は
「
持
名
山
一
心
寺
」
で
検
索 

あ
れ
か
ら
六
年
、
東
日
本
大
震
災
の
地
を
訪
れ
て 

二
月
、
真
宗
教
団
連
合
の
東
日
本
大
震
災
現
地
研

修
に
参
加
。
被
災
地
支
援
を
考
え
る
た
め
、
岩
手
県

の
大
船
渡
市
、
陸
前
高
田
市
を
訪
れ
ま
し
た
。
震
災
、

津
波
の
直
接
被
害
が
最
も
大
き
か
っ
た
宮
城
。
原
発

事
故
に
よ
り
多
く
の
方
が
困
難
な
生
活
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
福
島
。
も
し
か
し
た
ら
岩
手
は
あ
ま

り
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ

れ
か
ら
六
年
経
過
し
た
た
め
、
私
自
身
も
震
災
直
後

に
抱
い
た
被
災
地
へ
の
思
い
は
薄
れ
て
い
ま
し
た
。 

（
右
下
写
真･

四
階
ま
で
津
波
が
） 

 
 
 

 
 

（
左
下
写
真･

奇
跡
の
一
本
松
と
新
堤
防
） 

現
地
を
訪
れ
て
ま
ず
驚
い
た
の
は
、
被
災
し
た
地
域

が
広
大
で
あ
る
こ
と
。
陸
前
高
田
は
街
の
す
べ
て
が

流
さ
れ
、
そ
の
広
さ
は
私
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え

て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
大
船
渡
で
も
。
テ
レ
ビ
で

見
た
あ
の
衝
撃
的
な
被
害
、
そ
れ
が
一
つ
の
街
で
は

な
く
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

復
興
が
ま
だ
ま
だ
進
ん
で
い
な
い
こ
と
。
六
年
が
経

ち
、
原
発
の
問
題
以
外
は
メ
デ
ィ
ア
で
あ
ま
り
取
り

上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
復
興
は
か
な
り
進
ん

で
い
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
先
日
、
南
三
陸
町
の

商
店
街
が
復
興
し
た
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
ま
し
た
が
、

そ
こ
ま
で
復
興
し
て
い
る
の
は
ま
だ
ほ
ん
の
一
部

分
。
陸
前
高
田
で
は
、
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
以
上
、
二

キ
ロ
に
わ
た
る
堤
防
は
完
成
、
何
も
無
く
な
っ
た

街
に
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
盛
り
を
し
て
い
る
最

中
。
異
様
な
風
景
を
目
の
当
た
り
に
し
、
こ
の
よ
う

な
街
作
り
が
本
当
に
地
域
住
民
に
と
っ
て
良
い
の

か
と
も
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

（
下
写
真･

土
盛
り
作
業
） 

 

家
ご
と
波
に
飲
み
込
ま
れ
た
方
の
お
話
は
胸
に

刺
さ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
お
会
い
し
た
現
地

の
方
は
み
な
口
を
揃
え
て
「
来
て
く
れ
て
有
難
う

ご
ざ
い
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
胸
に

刻
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
、「
忘
れ
な
い
で
く

だ
さ
い
。
そ
れ
が
被
災
者
の
一
番
の
願
い
で
す
」。

あ
れ
か
ら
六
年
、
現
在
も
被
災
者
に
と
っ
て
は
震

災
後
で
は
な
く
、
震
災
の
真
っ
た
だ
中
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
昨
年
、
女
川
原
発
を
訪

れ
た
方
が
「
原
発
は
安
全
で
ク
リ
ー
ン
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
で
す
」
と
職
員
か
ら
説
明
さ
れ
た
と
い
い
ま

す
。
同
じ
原
発
で
も
、
事
故
を
起
こ
し
た
場
所
と
起

こ
し
て
い
な
い
場
所
で
こ
う
も
違
う
の
か
と
愕
然

と
し
た
そ
う
で
す
。 （

下
写
真･

盛
り
土
の
上
の
作
業
） 

 

現
地
の
僧
侶
か
ら
、
お
寺
が
で
き
る
こ
と
に
つ

い
て
も
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
避
難
所
と

し
て
、
人
の
話
し
相
手
と
し
て
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま

な
役
割
を
担
え
る
と
い
う
こ
と
。
誰
に
も
見
送
ら

れ
ず
火
葬
さ
れ
、
身
元
が
判
明
し
て
お
骨
が
帰
っ
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て
く
る
の
は
本
当
に
悲
し
い
。
僧
侶
が
読
経
し
見
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し

な
り
と
も
心
が
安
ま
る
。
毎
年
三
月
十
一
日
午
後
二
時
四
十
六
分
に
、
あ
の
震

災
を
忘
れ
な
い
よ
う
お
寺
の
鐘
を
鳴
ら
す
だ
け
で
も
被
災
者
の
力
に
な
る
、

と
も
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
年
初
め
て
一
心
寺
で
も
そ
の
時
刻
に
鐘

を
鳴
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

東
日
本
大
震
災
以
後
も
熊
本
地
震
、
鳥
取
地
震
な
ど
多
く
の
震
災
が
起
こ

っ
て
い
ま
す
。
香
川
県
も
い
つ
何
が
起
こ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
被
災
地
支
援

と
し
て
で
き
る
こ
と
、
地
元
で
の
有
事
の
際
に
で
き
る
こ
と
。
小
さ
く
て
も
何

か
で
き
る
こ
と
を
、
と
思
い
を
強
く
し
た
こ
と
で
す
。 

 

最
後
に
心
を
打
た
れ
た
こ
の
文
を
。 

「
あ
の
日
か
ら
六
年 

七
回
忌
と
な
る
「
三
．
一
一
」
が
来
る
。 

 

辛
い
記
憶
の
中
に
は
「
忘
れ
た
い
こ
と
」
が
あ
る
。 

「
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
」
が
あ
る
。 

 

忘
れ
る
こ
と
で
日
常
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

し
か
し
「
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
」
が
あ
る
。 

 

あ
の
日 

揺
れ
る
大
地
の
上
で 

 

す
べ
て
を
飲
み
込
む
津
波
を
目
前
に 

 

迫
り
く
る
見
え
な
い
放
射
能
に
怯
え
な
が
ら 

 

被
災
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
テ
レ
ビ
の
前
で 

 

あ
の
日
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で 

 

あ
な
た
が
守
ろ
う
と
し
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。 

 

抱
き
し
め
た
い
と
思
っ
た
の
は
誰
だ
っ
た
か
。 

 

そ
の
こ
と
だ
け
は
け
っ
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。 

 

そ
れ
が
震
災
を
忘
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
。」 

 
 
 

 
 

（
真
宗
大
谷
派
東
北
別
院
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
） 

  

南
無
阿
弥
陀
仏 

熊
本
地
震
の
地
を
訪
れ
て 

三
月
に
は
熊
本
を
訪
れ
ま
し
た
。
熊
本
城
の
被

害
は
テ
レ
ビ
で
見
て
い
た
通
り
。
大
き
な
歴
史
的

建
造
物
だ
け
に
修
復
は
大
変
そ
う
で
、
ま
だ
ま
だ

時
間
が
か
か
り
そ
う
で
す
。
益
城
町
で
は
ま
だ
倒

壊
し
た
建
物
が
い
く
つ
も
残
っ
て
い
ま
し
た
。
木

山
神
社
は
ま
さ
に
ぺ
し
ゃ
ん
こ(

下
写
真)

、
手
つ

か
ず
の
よ
う
で
す
。
町
内
の
お
寺
は
ほ
と
ん
ど
倒

壊
し
た
そ
う
で
す
。
訪
れ
た
お
寺
は
す
で
に
撤
去

さ
れ
、
プ
レ
ハ
ブ
の
中
に
ご
本
尊
を
安
置
し
て
お

り
、
偶
然
に
も
法
要
が
勤
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
で
も
人
々
が
集
ま
り
、
拠
り
所
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。 

た
だ
こ
の
地
震
は
、
断
層
上
で
あ
っ
た
か
、
そ
う
で

な
か
っ
た
か
で
明
暗
が
分
か
れ
、
倒
壊
し
た
家
の
す
ぐ

近
く
に
ほ
と
ん
ど
無
傷
の
建
物
が
あ
る
と
い
う
状
況

（
下
写
真
）
。
同
じ
地
区
に
住
ん
で
い
て
も
状
況
が
全
く

違
う
、
隣
近
所
同
士
の
気
持
ち
の
す
れ
違
い
が
起
き
な

い
か
と
心
配
さ
れ
ま
す
。 

被
災
地
の
方
々
が
物
心
と
も
に
復
興
さ
れ
ま
す
よ

う
念
じ
、
少
し
な
り
と
も
協
力
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

薩
摩
の
か
く
れ
念
仏 

熊
本
と
合
わ
せ
て
鹿
児
島
へ
。
薩
摩
藩
は
江
戸
時
代
、
念
仏
禁
制
の
地
で
し

た
。
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
は
有
名
で
す
が
、
念
仏
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
時
代
、
場

所
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
方
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
当
時
、
真
宗
門
徒

は
役
人
の
目
を
逃
れ
て
、
ガ
マ
と
い
わ
れ
る
山
中
の
洞
穴
で
念
仏
の
集
い
を
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開
い
て
い
ま
し
た
。
今
も
そ
の
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

花
尾
念
仏
洞
（
左
写
真
）
、
山
中
に
あ
る
岩
の
裂
け
目
の
中
に
十
人
ほ
ど
入
れ

る
場
所
が
あ
り
、
そ
こ
に
ご
本
尊
を
安
置
し
て
念
仏
し
た
と
い
い
ま
す
。
近
く

に
水
の
流
れ
が
あ
り
、
そ
れ
が
念
仏
の
声
を
か
き
消
す
の
で
都
合
が
よ
か
っ

た
そ
う
で
す
。
雀
ヶ
宮
念
仏
洞
（
左
下
写
真
）
。
火
山
灰
が
堆
積
し
た
山
を
掘
っ

て
造
っ
た
洞
穴
の
よ
う
で
す
。
二
つ
の
洞
穴
を
つ
な
ぐ
十
六
メ
ー
ト
ル
の
間

道
が
あ
り
、
行
き
来
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

念
仏
の
み
教
え
は
、
人
は
み
な
平
等
と
説
く
の
で
為
政
者
に
は
不
都
合
で

あ
っ
た
。
念
仏
者
の
力
、
連
帯
感
へ
の
恐
れ
か
ら
。
お
寺
へ
の
浄
財
を
止
め
さ

せ
、
税
と
し
て
徴
収
し
た
か
っ
た
、
な
ど
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
と
聞
か
さ

れ
ま
し
た
。
見
つ
か
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
の
に
念
仏
を
称
え
続
け
た

人
々
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
お
念
仏
は
無
く
て
は
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
ほ

ど
に
大
切
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
も
、
何
が
本
当
に
大
切
か
を
問
い
直

し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

熊
本
で
は
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
本
堂
の
再
建
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い

る
と
聞
き
ま
す
。
鹿
児
島
の
か
く
れ
念
仏
の
歴
史
も
合
わ
せ
て
、
九
州
南
部
に

お
け
る
念
仏
の
み
教
え
の
力
を
感
じ
た
次
第
で
す
。 

お
坊
さ
ん
の
衣
は
な
ぜ
黒
い
？ 

浄
土
真
宗
の
お
坊
さ
ん
は
普
段
、
黒
い
衣
を
着
て

い
ま
す
。
仏
教
を
開
か
れ
た
お
釈
迦
さ
ま
は
赤
褐
色

の
衣
、
ボ
ロ
ボ
ロ
の
布
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
大
き
な

四
角
の
布
を
ぐ
る
ぐ
る
と
体
に
巻
き
つ
け
て
い
た

そ
う
で
す
。
中
国
で
は
「
糞
掃
衣
（
ふ
ん
ぞ
う
え
）」

と
漢
訳
さ
れ
ま
し
た
。
イ
ン
ド
の
仏
蹟
を
訪
れ
た
際

に
見
か
け
た
僧
侶
は
、
お
釈
迦
さ
ま
と
変
わ
ら
な
い

格
好
で
し
た
（
下
写
真
）
。
現
在
で
も
、
タ
イ
や
ス
リ

ラ
ン
カ
で
は
忠
実
に
守
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

で
は
、
な
ぜ
日
本
の
僧
侶
は
お
釈
迦
さ
ま
と
同
じ

格
好
を
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
寒
い
か
ら
、

と
い
う
の
が
一
番
の
理
由
で
し
ょ
う
。
日
本
で
は
、

そ
の
よ
う
な
恰
好
で
は
冬
を
乗
り
越
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
仏
教
が
中
国
・

朝
鮮
半
島
を
経
て
日
本
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
現
在
の
日
本
仏
教
の
衣
の
形
態
も
、
そ
の
雰
囲
気
が
強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

 

さ
て
、
黒
い
衣
と
い
う
と
、
喪
服
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。
僧
侶
は
葬
儀

を
出
す
か
ら
黒
い
衣
を
着
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

浄
土
真
宗
の
開
祖
・
親
鸞
聖
人
は
墨
（
黒)

の
衣
に
墨
袈
裟
と
い
う
お
姿
で

あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
日
本
で
は
当
初
、
鎮
護
国
家
の
た
め
に
仏
教
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。
そ
の
た

め
国
が
僧
侶
を
管
理
し
、
法
衣
の
色
に
よ
っ
て
位
を
分
け
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
あ
る
時
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
俗
名
に
改
名
さ
せ
ら
れ
、
流
罪
に

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
自
ら
を
「
非
僧
非
俗
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。

非
僧
、
国
家
の
た
め
に
仕
え
る
僧
で
は
な
い
。
ま
た
煩
悩
を
離
れ
て
さ
と
る
こ
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と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
世
俗
に
染
ま
ら
な
い
、
非
俗
。「
い
し
、
か
わ
ら
、

つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」
で
あ
る
市
井
の
人
々
と
と
も
に
仏
法
に
生

き
る
念
仏
者
で
あ
る
、
と
。
当
時
、
墨
色
は
最
も
下
位
の
色
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

浄
土
真
宗
で
は
、
親
鸞
聖
人
の
姿
に
倣
っ
て
墨
の
衣
を
着
て
い
る
の
で
す
。 

 

黒
（
墨
）
色
が
法
衣
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
中
国
か
ら
の
よ

う
で
す
。
喪
服
の
歴
史
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
変
遷
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
古
代
文
献
に
よ
る
と
、
喪
服
は
白
。
奈
良
時
代
に
は
、

喪
服
は
粗
末
な
も
の
を
用
い
る
と
し
て
、
庶
民
の
衣
服
材
料
で
あ
る
麻
布
や

藤
布
で
作
ら
れ
た
た
め
「
ふ
じ
ご
ろ
も
」
と
呼
ば
れ
た
そ
う
で
す
。
平
安
時
代

に
は
鈍
色(

濃
い
灰
色)

、
墨
染
の
衣
と
な
り
、
出
家
の
色
と
も
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
武
家
は
、
男
は
麻
裃
、
女
は
白
無
垢
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
一
般
に
は
、
明
治
末
頃
ま
で
は
男
性
が
白
の
長
着
に
水
色
の
裃
な
ど
、
女

性
は
白
羽
二
重
の
無
垢
な
ど
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
北
陸
地
方
に
は
、
夫
が
死
ん

だ
ら
妻
は
白
無
垢
を
着
る
と
い
う
風
習
が
近
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
そ
う

で
す
。 

こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
、
喪
服
は
黒
と
い
う
期
間
は
け
っ
こ
う
短
い
の
で

す
。
現
在
の
喪
服
が
黒
と
い
う
考
え
は
、
明
治
に
入
っ
て
欧
米
諸
国
の
影
響
が

強
ま
っ
て
か
ら
で
す
。
欧
米
と
同
じ
に
し
た
い
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
た
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
浄
土
真
宗
の
僧
侶
は
現
在
で
も
葬
儀
の
喪
主

を
務
め
る
場
合
、
鈍
色
〈
に
び
い
ろ
〉（
薄
墨
）
の
衣
を
着
ま
す
。 

 

ま
た
、
浄
土
真
宗
の
葬
儀
に
参
列
し
て
、
悲
し
み
の
場
な
の
に
派
手
な
衣
だ

と
思
う
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
日
本
で
は
国
家
が
色
に
よ
っ
て
位
を
分

け
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
頃
か
ら
様
々
な
色
の
衣
が
あ
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
述
べ

た
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
は
墨
色
を
着
用
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
浄
土
真
宗
で

も
次
第
に
色
衣
を
着
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
煌
び
や
か
な
七
条
袈

裟
も
着
用
し
ま
す
。
葬
儀
は
、
故
人
が
浄
土
に
往
生
し
た
こ
と
を
表
す
意
味
を

持
ち
ま
す
。
で
す
か
ら
、
浄
土
の
美
し
さ
を
表
す
荘
厳
の
一
つ
と
し
て
、
様
々

な
色
を
用
い
る
と
い
う
考
え
も
成
り
立
ち
ま
す
。
浄
土
真
宗
で
は
、
色
に
よ
っ

て
位
の
上
下
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
色
で
何
か
し

ら
区
別
し
て
い
る
と
い
う
面
は
否
め
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
ま
り
良
い
こ
と
で
は

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
に
立
ち
返
っ
て
、
す
べ
て
墨
（
黒)

に
し

た
方
が
良
い
と
い
う
考
え
も
あ
り
ま
す
の
で
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。 

報
恩
講
報
告 

雨
模
様
、
肌
寒
い
中
の
報
恩
講
。
例
年
通
り
「
讃

仏
偈
」
と
「
正
信
偈
」
の
お
勤
め
。
法
話
は
三
木

秀
海
師
（
倉
敷
市
・
清
楽
寺
）。 

 

あ
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
正
月
に
帰
省
し
た
息

子
に
「
そ
ろ
そ
ろ
入
る
と
こ
探
そ
う
か
」
と
言
わ

れ
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
と
い
う
。
私
の
子
育
て

は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、空
し
い
と
。し
か
し
、

お
寺
参
り
し
て
い
て
よ
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
な

ら
「
そ
の
よ
う
に
な
る
ご
縁
が
催
し
た
ら
ど
の
よ

う
な
振
る
舞
い
で
も
し
て
し
ま
う
の
が
人
間
で
あ

る
」
と
聞
い
て
い
た
か
ら
。
そ
れ
が
真
実
だ
と
実
感
し
た
。 

 

普
段
か
ら
「
有
難
う
。
す
み
ま
せ
ん
。
お
世
話
に
な
り
ま
す
」
と
言
葉
の
花

を
咲
か
せ
て
い
た
ら
実
が
な
る
。
息
子
に
そ
う
言
わ
れ
た
と
し
て
も
周
り
が

放
っ
て
お
か
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
も
っ
と
も
大
事
な
言
葉
の
花
。
必
ず
実

が
な
る
（
浄
土
へ
生
ま
れ
る
）。
そ
し
て
種
と
な
る
（
帰
っ
て
来
て
の
ち
の
も

の
を
導
く
）。 

「
生
き
抜
い
て
風
に
ま
か
せ
る
落
葉
か
な
」、
葉
が
散
っ
た
後
に
は
必
ず
芽
が

出
て
い
る
。
あ
と
に
続
い
て
い
く
も
の
が
あ
る
。
私
た
ち
も
素
晴
ら
し
い
言
葉

の
花
を
咲
か
せ
て
、
あ
と
は
風
に
ま
か
せ
て
、
よ
い
人
生
だ
っ
た
と
い
え
る
よ

う
な
日
々
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。
と
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 


