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今
年
も
残
す
と
こ
ろ
後
わ
ず
か
に
な

り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
大
掃
除
や
ら
新
年

に
向
け
て
の
準
備
な
ど
、
何
か
と
忙
し

い
年
末
を
過
ご
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。年
賀
状
な
ど
も
ま
だ
書
け
ず
、

夜
も
ゆ
っ
く
り
で
き
な
い
と
お
っ
し
ゃ

る
人
も
、
そ
う
私
も
そ
の
一
人
で
す
。

来
年
は
早
め
に
と
思
い
な
が
ら
、
毎
年

同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
、
た
め
息
を
つ

い
て
い
る
の
が
現
実
で
す
。

　
六
趣
輪
廻
の
因
縁
は

　

己
が
愚
痴
の
闇
路
な
り

　
ご
存
じ
「
白
隠
禅
師
坐
禅
和
讃
」
の

一
説
で
す
。「
い
つ
ま
で
も
苦
の
世
界

か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が 
で
き
な
い
の

は
、
自
分
の
境
遇
を
く
よ
く
よ
と
嘆
く

か
ら
で
す
。」（
和
歌
山
県
白
浜
町
・
妙

心
寺
派
聖
福
寺
様
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ

り
転
載
）
と
、
そ
の
苦
の
原
因
は
外
か

ら
で
は
な
く
内
に
あ
る
と
白
隠
禅
師
は

私
た
ち
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
何
度
も

何
度
も
読
む
お
経
な
の
に
、
な
か
な
か

行
動
が
伴
わ
な
い
の
は
未
熟
者
の
証
拠

で
す
。
と
り
あ
え
ず
除
夜
を
迎
え
る
に

あ
た
り
、
今
年
も
反
省
し
ま
す
。

　
除
夜
と
い
え
ば
、
今
年
も
大
晦
日
に

は
、
お
参
り
の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
除
夜

の
鐘
が
撞
か
れ
ま
す
。
除
夜
と
は
、
除

日
（
じ
ょ
じ
つ
）
の
夜
と
い
い
、
旧
年

を
除
く
日
と
辞
書
に
は
あ
り
ま
す
。
そ

の
夜
に
鳴
ら
す
「
除
夜
の
鐘
」
は
、
年

を
越
す
に
あ
た
り
、
人
の
心
に
あ
る

百
八
つ
の
煩
悩
を
清
ら
か
な
鐘
の
響
き

で
鎮
め
、
新
し
い
気
持
ち
で
新
年
を
迎

え
よ
う
と
す
る
仏
事
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
し
か
し
、「
除
夜
の
鐘
」
で
煩
悩
が

す
べ
て
消
え
て
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」（
ふ
だ
ん
ぼ
ん

の
う
と
く
ね
は
ん
）

　
つ
ま
り
、
苦
し
み
や
迷
い
を

払
い
の
け
る
の
で
は
な
く
裏
返

し
に
す
る
こ
と
が
悟
り
だ
と
、

こ
の
言
葉
は
説
い
て
い
ま
す
。

善
の
心
、
悪
の
心
と
、
二
つ
の

心
が
私
た
ち
に
存
在
す
る
の
で

は
な
く
、
一
つ
の
心
の
表
と
裏

に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
だ
か

ら
、悪
を
裏
返
し
に
す
る
こ
と
、

悪
に
善
の
光
を
あ
て
て
や
る
こ

と
、
ど
う
ぞ
今
年
も
除
夜
の
鐘

を
撞
き
な
が
ら
、
い
か
に
転
ず

る
か
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

　
※
　
　
※
　
　
※
　
　
※

　「
日
の
出
（
い
）
ず
る
時
、

暗
（
や
み
）
に
合
（
が
っ
）
せ

ざ
る
が
ご
と
く
、
智
慧
（
ち
え
）
の
日

出
（
い
）
ず
れ
ば
、煩
悩
の
暗
（
や
み
）

と
倶
（
と
も
）
た
ら
ず
」（
中
国
、
唐
、

馬
祖
道
一
の
言
葉
）
※
太
陽
が
昇
る
と

き
、
夜
明
け
前
の
闇
は
消
え
去
っ
て
い

て
出
合
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
智
慧

と
い
う
太
陽
が
出
る
と
、
も
う
煩
悩
の

闇
は
共
に
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

除
夜
に
想
う
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開
山
無
相
大
師
六
五
〇
年
遠
諱

の
本
山
団
体
参
拝
を
、
11
月
13
日

に
行
い
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
松

禪
寺
花
園
会
よ
り
30
人
、
桂
昌
寺

花
園
会
よ
り
8
人
、
そ
し
て
住
職

の
計
39
人
の
参
加
で
し
た
。

　
午
前
9
時
半
頃
に
本
山
は
花
園

会
館
に
到
着
、
本
庵
で
あ
る
龍
泉

庵
に
向
か
い
ま
し
た
。
老
師
様
の

お
話
を
拝
聴
し
、
書
院
で
お
菓
子

と
抹
茶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
通

常
は
拝
観
が
で
き
な
い
塔
頭
の
一

つ
で
あ
り
、
貴
重
な
お
参
り
と
な

り
ま
し
た
。

　
因
み
に
、
今
日
の
妙
心
寺
の
再

興
の
祖
と
言
わ
れ
る
雪
江
宗
深
禅

師
（
一
四
〇
八
～
一
四
八
六
）
さ

ま
の
門
下
か
ら
４
人
の
宗
匠
が
出

ら
れ
、
妙
心
寺
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
龍
泉

庵
、
東
海
庵
、
霊
雲
院
、
聖
沢
院
の
四

庵
を
か
ま
え
妙
心
寺
の
四
派
と
称
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
四
派
が
そ
れ
ぞ
れ
の
本

庵
を
本
拠
と
し
て
地
方
に
展
開
し
て
、

「
四
派
本
庵
制
度
」
を
確
立
し
、
こ
れ

に
よ
り
教
団
は
急
速
な
発
展
を
遂
げ
ま

し
た
。（
本
山
花
園
会
本
部
発
行「
花
園

Q&A
」
よ
り
）

　
妙
心
寺
派
の
寺
院
は
、
こ
の
四
派
の

い
ず
れ
か
を
法
源
と
し
て
い
ま
す
が
、

松
禪
寺
と
桂
昌
寺
の
本
庵
は
龍
泉
庵
と

な
り
ま
す
。

　
続
い
て
、
明
智
光
秀
の
菩
提
を
弔
う

た
め
に
創
建
さ
れ
た
明
智
風

呂
を
拝
観
し
ま
し
た
。
昔
の

お
風
呂
で
蒸
し
風
呂
で
す
。

　
午
前
10
時
半
か
ら
は
、
微

妙
殿
に
お
い
て
法
要
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。
開
山
無
相
大
師
さ
ま

の
お
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
の
会
場
で

は
、
特
別
塔
婆
諷
経
も
行
わ
れ
、
ま
た
、

団
体
参
拝
へ
の
参
加
が
5
回
目
お
よ
び

10
回
目
と
な
っ
た
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
に

表
彰
状
お
よ
び
記
念
品
が
授
与
さ
れ
ま

し
た
。

　
お
昼
は
、
嵯
峨
野
の
清
凉
寺
に
あ
る

「
竹
仙
」
に
て
湯
豆
腐
な
ど
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
嵯
峨
釈
迦
堂
と

い
わ
れ
る
五
台
山
清
凉
寺
を
拝
観
、
続

い
て
、
龍
安
寺
に
も
足
を
運
び
ま
し
た

が
、
こ
こ
で
は
普
段
拝
観
で
き
な
い
仏

殿
に
入
れ
て
い
た
だ
き
、
み
ん
な
で
般

若
心
経
を
お
唱
え
し
ま
し
た
。

　
最
後
は
、
お
決
ま
り
の
お
土
産
買
い

物
タ
イ
ム
。
帰
り
を
待
つ
家
族
や
職
場

の
皆
さ
ん
へ
、
き
ょ
う
の
お
参
り
の
お

陰
の
お
裾
分
け
と
、
皆
さ
ん
し
っ
か
り

買
い
込
み
ま
し
た
。
希
望
が
あ
れ
ば
、

ぜ
ひ
来
年
も
お
参
り
し
た
い
も
の
で

す
。

　

開
山
無
相
大
師
六
五
〇
年
遠
諱

大
本
山
妙
心
寺
へ報
恩
の
団
体
参
拝

　

天
下
秋
な
り

大
本
山
妙
心
寺
派
常
任
布
教
師

　
　
　
　
　
　
　

足
立 

宜
了 

師
（
正
覚
寺
ご
住
職
）

　
こ
ん
に
ち
わ
。

　
皆
さ
ま
方
に
は
、
平
成
二
十
一
年
に

迎
え
る
妙
心
寺
開
山
、
無
相
大
師
さ
ま

の
六
百
五
十
年
の
大
法
会
に
先
立
ち
、

遠
諱
団
参
に
ご
参
詣
い
た
だ
き
ま
し

た
。
先
ず
以
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
開
山
さ
ま
が
、
八
十
四
年
の
ご
生
涯

を
閉
じ
ら
れ
る
折
り
、
そ
の
最
期
を
看

取
っ
て
お
ら
れ
た
お
弟
子
さ
ん
に
向
け

て
遺
さ
れ
た
最
期
の
教
え
が「
ご
遺
戒
」

で
す
。
ご
遺
言
の
戒
め
で
す
。
そ
の
中

に
「
請
う
其
の
本
を
務
め
よ
」
と
の
言

葉
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
は
、
み
ん
な
が
幸
せ
に
な

る
た
め
に
、
私
は
ど
う
い
う
生
き
方
を

し
た
ら
よ
い
の
か
。
こ
の
い
の
ち
を
ど

う
活
か
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
を
問

い
か
け
る
開
山
さ
ま
の
私
た
ち
に
向
け

て
の
願
い
の
お
言
葉
で
あ
っ
た
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
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落
ち
葉  

　
さ
て
、
日
ご
と
に
秋
ら
し
く
な
っ
て

参
り
ま
し
た
。
京
都
市
内
で
は
、
例
年

よ
り
も
遅
れ
が
ち
な
紅
葉
で
し
た
が
、

こ
こ
に
き
て
朝
晩
の
寒
さ
に
木
々
も
赤

く
、
黄
色
く
染
ま
り
始
め
ま
し
た
。

　
禅
の
言
葉
の
ひ
と
つ
に

　
一
葉(

い
ち
よ
う)　

落
ち
て

　
　
　
　
　
　
　

天
下　

秋
な
り

と
あ
り
ま
す
。
一
枚
ま
た
一
枚
と
赤
い

葉
っ
ぱ
が
舞
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
さ
に

無
常
の
世
界
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が

ら
、そ
れ
で
も
「
天
下
　
秋
な
り
」
と
、

現
実
を
あ
る
が
ま
ま
そ
の
ま
ま
に
受
け

止
め
る
前
向
き
な
生
き
方
を
促
す
言
葉

で
す
。

　
こ
こ
に
「
今
を
生
き
る
」
い
の
ち
の

活
か
し
方
が
あ
り
ま
す
。
過
ぎ
去
っ
た

夏
の
勢
い
や
、
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ

た
紅
葉
の
時
節
を
懐
か
し
む
こ
と
な

く
、
寒
々
し
く
冬
枯
れ
し
て
い
く
こ
と

に
肩
を
落
と
す
こ
と
の
な
い
禅
の
境
地

を
観
じ
ま
す
。

境
内
に
て

  

お
寺
に
は
、
大
な
り
小
な
り
の
境
内

が
あ
っ
て
、
訪
れ
る
人
た
ち
を
何
か
し

ら
ホ
ッ
と
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
す

し
、
ま
た
、
お
寺
と
は
そ
う
い
う
と
こ

ろ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。

　
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
か
ら
、
夏
の
雑
草
、
秋
の

落
ち
葉
は
気
に
な
り
ま
す
。
落
ち
葉
の

今
の
季
節
、
な
か
な
か
「
天
下
　
秋
な

り
」
と
落
ち
着
い
て
は
い
ら
れ
な
い
も

の
で
す
。

　
兼
職
を
し
て
寺
を

護
っ
て
い
た
師
匠
は
、

わ
ず
か
な
時
間
の
合
間

を
み
て
は
、
庭
の
草
引

き
や
掃
き
掃
除
を
し
て

い
ま
し
た
。
檀
家
さ
ん

の
法
要
に
出
か
け
る
直

前
に
も
、
目
に
つ
く
雑

草
や
落
ち
葉
を
片
付
け

る
人
で
し
た
。

　
そ
う
い
う
師
匠
の
姿

を
見
て
お
き
な
が
ら
、

私
自
身
は
と
振
り
返
る
と
、
雑
草
や
落

ち
葉
を
気
に
し
な
が
ら
も
、
そ
の
場
で

す
ぐ
さ
ま
片
付
け
る
こ
と
は
、
な
か
な

か
で
き
な
い
も
の
で
す
。
出
か
け
る
前

に
手
は
汚
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
汗

は
か
き
た
く
な
い
も
の
で
す
。
い
つ
か

や
ろ
う
、
で
き
る
と
き
に
や
ろ
う
と
、

つ
い
日
延
ば
し
に
し
が
ち
な
の
で
す
。

　
草
む
し
り
や
庭
を
掃
き
清
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
よ
く
わ
か
っ

て
い
ま
す
。
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、

い
つ
も
雑
草
や
落
ち
葉
の
こ
と
が
気

に
掛
か
っ
て
仕
方
が
な
い
の
で
す
。

目
に
つ
い
た
と
き
に
、
す
ぐ
さ
ま
片

付
け
て
さ
え
い
れ
ば
、
何
ら
心
の
重

荷
に
も
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、

や
ら
ず
に
お
い
て
気
ば
か
り
を
焦
ら

せ
て
い
る
の
で

す
。
焦
る
ば
か

り
に
「
一
葉
　

落
ち
て
　
天
下

秋
な
り
」
と
、

秋
の
落
ち
葉
の

景
色
を
楽
し
む

こ
と
す
ら
で
き

ず
「
忙
し
い
、

忙
し
い
」
と
、

愚
痴
ば
か
り
を

募
ら
せ
て
し
ま

う
の
で
す
。

　
そ
れ
は
、
自
ら
が
自
ら
を
苦
し
め

て
い
る
姿
で
す
。
雑
草
や
落
ち
葉
が
、

決
し
て
心
の
重
荷
の
原
因
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
そ
の
場

に
、
雑
草
や
落
ち
葉
に
対
処
し
て
い

れ
ば
、
何
ら
心
焦
ら
せ
る
こ
と
も
な

く
、
あ
る
が
ま
ま
の
景
色
を
そ
の
ま

ま
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
よ
う
こ
と

と
思
い
ま
す
。

　
開
山
無
相
大
師
さ
ま
が
申
さ
れ
た

「
其
の
本
」
と
は
「
天
下
　
秋
な
り
」

と
素
直
に
頷
け
る
心
で
あ
り
、
そ
の
心

に
務
め
よ
と
は
、
今
、
や
ら
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
ど
れ
だ
け
心
身
を
委
ね
き

る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
の
決
断
力
と

実
行
力
と
、
そ
し
て
素
直
さ
を
育
む
こ

と
で
す
。
心
に「
あ
れ
も
し
な
い
か
ん
、

こ
れ
も
し
な
い
か
ん
」
と
い
う
重
荷
さ

え
な
け
れ
ば
、
何
で
も
素
直
に
受
け
入

れ
る
余
裕
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
に
「
天

下
　
秋
な
り
」
と
、
あ
る
が
ま
ま
を
そ

の
ま
ま
に
肯
定
し
て
い
け
る
小
さ
な
歓

び
が
あ
り
、
そ
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
、

開
山
さ
ま
の
願
わ
れ
た
幸
せ
と
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

  

こ
れ
か
ら
、
開
山
さ
ま
の
六
五
〇
年

の
ご
供
養
と
皆
さ
ま
方
の
ご
先
祖
さ
ま

の
ご
供
養
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
ご

供
養
に
よ
っ
て
、
皆
さ
ま
方
の
心
も
軽

く
な
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
ど
う
ぞ
、
こ
の
あ
と
の
坐
禅
、
そ
し

て
礼
拝
行
の
時
間
を「
天
下
　
秋
な
り
」

と
頷
け
る
心
を
養
う
ひ
と
と
き
と
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
願
い
ま
す
。

　
ど
う
ぞ
、
ご
負
担
な
き
よ
う
お
勤
め

下
さ
い
。

　
本
日
は
、
ご
参
詣
賜
り
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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12
月
8
日
は
「
成
道
会
」（
じ
ょ
う

ど
う
え
）
で
し
た
。
こ
れ
は
、
お
釈
迦

様
が
35
歳
の
こ
の
日
、
菩
提
樹
の
下
で

つ
い
に
「
お
悟
り
」
を
開
か
れ
、
仏
陀

（
ぶ
っ
だ
＝
覚
者
）
と
な
ら
れ
た
こ
と

を
記
念
し
て
執
り
行
わ
れ
る
法
会
（
ほ

う
え
）
の
こ
と
で
す
。

　
ま
た
、
臨
済
宗
の
修
行
道
場
で
は
、

お
釈
迦
様
が
明
け
の
明
星
を
ご
覧
に

な
っ
て
お
悟
り
を
開
か
れ
た
と
い
う
故

事
に
ち
な
み
、
12
月
1
日
か
ら
7
日
の

未
明
ま
で
を
一
日
と
み
な
し
て
、
不
眠

不
休
で
坐
禅
を
す
る
臘
八
大
摂
心
（
ろ

う
は
つ
お
お
ぜ
っ
し
ん
）
を
行
い
ま

す
。
托
鉢
（
た
く
は
つ
）
や
作
務
（
さ

む
／
労
働
で
す
）な
ど
は
一
切
行
わ
ず
、

ひ
た
す
ら
坐
禅
三
昧
、
徹
底
し
て
坐

り
、
寝
る
時
間
も
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態

で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
お
釈
迦
様
の
積

ま
れ
た
修
行
を
今
も
綿
々
と
伝
え
、
実

践
し
て
い
ま
す
。

　
当
山
で
は
、
出
山
釈
迦
図
（
し
ゅ
っ

さ
ん
し
ゃ
か
ず
） 

を
本
堂
内
に
掲
げ
て

読
経
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
図
は
、
長

い
間
の
苦
行
荒
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
悟

り
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
お
釈
迦
様
が
、

山
か
ら
下
り
て
こ
ら
れ
た
姿
を
描
い
た

も
の
で
す
。
や
せ
衰
え
な
が
ら
も
解
脱

を
求
め
る
気
迫
が
伝
わ
る
図
で
す
。
こ

の
後
、
村
の
長
者
の
娘
ス
ジ
ャ
ー
タ
の

捧
げ
る
乳
粥
で
体
力
を
回
復
さ
れ
、
菩

提
樹
の
下
に
座
し
、
瞑
想
に
入
ら
れ
て

お
悟
り
を
開
か
れ
た
の
で
す
。

　
松
禪
寺
の
出
山
釈
迦
図
は
、
享
保
18

年
（
一
七
三
三
）
狩
野
永
峰
作
で
す
。

　
平
成
20
年
（
二
〇
〇
八
年
）
に
年
忌

法
要
を
迎
え
る
霊
位
の
歿
年
度
は
左
記

の
と
お
り
で
す
。
法
要
の
実
施
日
に
つ

い
て
は
、
な
る
べ
く
早
め
に
寺
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
【
平
成
20
年
度
年
回
表
】

1
周
忌　

平
成
19
年
歿
（
二
〇
〇
七
）

3
回
忌　

平
成
18
年
歿
（
二
〇
〇
六
）

7
回
忌　

平
成
14
年
歿
（
二
〇
〇
二
）

13
回
忌　

平
成
8
年
歿
（
一
九
九
六
）

17
回
忌　

平
成
4
年
歿
（
一
九
九
二
）

25
回
忌　

昭
和
59
年
歿
（
一
九
八
四
）

33
回
忌　

昭
和
51
年
歿
（
一
九
七
六
）

50
回
忌　

昭
和
34
年
歿
（
一
九
五
九
）

百
回
忌　

明
治
42
年
歿
（
一
九
〇
九
）

   
成
道
会

じ
ょ
う
ど
う
え 

平
成
20
年
度

年
忌
法
要
の
ご
案
内

　
行
く
年
来
る
年
、
大
晦

日
は
除
夜
の
鐘
を
撞
い
て

み
ま
せ
ん
か
。
12
月
31
日

（
月
）
の
午
後
11
時
45
分

頃
か
ら
撞
き
始
め
ま
す
。

本
堂
、
薬
師
堂
へ
の
お
参

り
も
で
き
ま
す
。
飲
み
物

な
ど
も
用
意
し
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ

さ
い
。

《ご案内》

除夜の鐘

　
昨
年
か
ら
工
事
さ
れ
て
い
た
市
道
松

禪
寺
線
が
完
成
し
て
い
ま
す
。
本
城
隣

保
の
森
下
み
ど
り
さ
ん
宅
と
酒
井
敏
則

さ
ん
宅
の
間
を
通
り
抜
け
て
、
寺
の
駐

車
場
へ
と

道
路
が
つ

な
が
り
ま

し
た
。
お

参
り
の
節

な
ど
は
、

ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ

い
。

　
東
京
の
（
株
）
朝
日
旅
行
に
よ
る
「
上

原
先
生
と
行
く
新
か
ん
の
ん
み
ち
の

旅
」
の
ご
一
行
22
名
様
が
12
月
8
日

（
土
）
の
午
前
中
に
来
山
さ
れ
、
県
重

要
文
化
財
の
薬

師
如
來
坐
像
な

ら
び
に
当
山
の

ご
本
尊
で
あ
る

延
命
地
藏
菩
薩

像
な
ど
を
見
学

さ
れ
ま
し
た
。

　
市
道
松
禪
寺
線

　
　
　
通
行
で
き
ま
す

古
仏
巡
り
で
来
山


