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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
年
も

師
走
。
何
か
と
お
忙
し
い
と
思
い
ま

す
が
、
風
邪
な
ど
ひ
か
ぬ
よ
う
、
く

れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語
を
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
使
っ
て
い
る
仏
教
用
語
。
そ
れ

だ
け
日
本
人
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
年
は
年
初
か
ら
株
価
が
高
騰
し

ま
し
た
が
、
後
半
は
金
融
政
策
や
世

界
の
政
治
経
済
情
勢
を
巡
っ
て
一
進

一
退
。
投
機
筋
も
目
ま
ぐ
る
し
く
動

き
ま
し
た
。
こ
の
「
投
機
」
も
実
は

仏
教
用
語
で
す
。

　

仏
教
あ
る
い
は
禅
の
言
葉
で
「
機
」

と
は
「
心
」
あ
る
い
は
「
心
の
は
た

ら
き
」
を
意
味
し
ま
す
。「
心
」
を
「
投
」

じ
る
と
は
、
弟
子
が
師
の
教
え
に
「
心
」

を
「
投
」
じ
て
意
思
の
疎
通
、
意
識

の
共
有
を
図
る
こ
と
を
表
現
し
て
い

ま
す
。

　

弟
子
が
「
投
機
」
す
る
こ
と
で
、
師

と
弟
子
の
「
心
」
が
通
じ
合
う
こ
と

を
「
心
機
投
合
」
と
言
い
ま
す
が
、
日

常
用
語
的
に
は
「
意
気
投
合
」
に
転

じ
て
い
き
ま
し
た
。

　

師
は
仏
の
教
え
を
覚
り
、
そ
の
教

え
を
弟
子
に
説
い
て
い
る
の
で
す
か

ら
、
「
心
機
投
合
」
つ
ま
り
「
投
機
」

し
た
師
弟
は
、
欲
に
囚
わ
れ
た
り
、

執
着
す
る
こ
と
か
ら
解
き
放
た
れ
て

い
る
状
態
に
あ
り
ま
す
。
弟
子
や
修

行
者
が
大
い
な
る
覚
り
を
開
く
行
為

が
「
投
機
」
で
す
。

　

仏
教
的
に
は
素
晴
ら
し
く
深
遠
な

言
葉
で
あ
る
「
投
機
」
が
、
現
世
で

は
株
や
債
券
や
為
替
に
「
投
機
」
す

る
と
い
う
使
わ
れ
方
を
し
て
い
ま
す
。

欲
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
「
投
機
」
が
、
欲
に
執
着
す
る
意

味
の
「
投
機
」
へ
と
、
百
八
十
度
転

じ
て
い
ま
す
。

　

日
常
用
語
的
、
と
り
わ
け
金
融
用

語
的
な
「
投
機
」
は
、
何
と
何
が
「
意

気
投
合
」
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
儲

け
た
い
一
心
で
「
投
機
」
す
る
の
で

す
か
ら
、
そ
れ
は
「
儲
け
た
い
自
分

の
心
（
相
場
の
予
想
）
」
と
「
実
際

の
相
場
の
動
き
」
が
「
意
気
投
合
」

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
自

分
の
心
と
相
場
を
合
致
さ
せ
よ
う
と

「
投
機
」
す
る
人
た
ち
は
「
投
機
筋
」

と
言
わ
れ
ま
す
。
と
く
に
強
引
に
相

場
操
縦
を
試
み
る
「
投
機
筋
」
は
「
仕

手
筋
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　

「
仕
手
」
は
能
や
狂
言
の
世
界
で
「
演

技
す
る
人
」
を
指
し
ま
す
。
本
来
の

「
投
機
」
は
覚
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
演

技
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相

場
を
当
て
る
た
め
、
相
場
を
操
縦
す

る
た
め
に
は
、
相
場
の
展
開
を
覚
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
（
苦
笑
）
。

　

日
常
用
語
の
中
に
浸
透
し
た
仏
教

用
語
の
多
く
は
、
本
来
の
意
味
と
真

逆
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
言
葉
を

使
う
人
間
自
身
が
我
欲
の
塊
で
あ
る

が
故
で
す
。
本
質
を
捉
え
る
と
い
う

意
味
の
「
投
機
」
が
、
相
場
の
動
き

を
捉
え
る
、
果
て
は
操
縦
す
る
と
い

う
「
投
機
」
に
転
じ
た
の
は
、
人
間

の
我
欲
の
真
骨
頂
。
人
間
は
ガ
リ
ガ

リ
亡
者
で
す
。

　

ガ
リ
ガ
リ
亡
者
は
漢
字
で
書
く
と

「
我
利
我
利
亡
者
」
。
こ
れ
も
仏
教
由

来
の
言
葉
で
す
。
「
我
の
利
」
す
な

わ
ち
「
自
利
」
ば
か
り
を
追
求
す
る

亡
者
は
「
利
他
」
の
心
を
目
指
す
仏

教
徒
と
は
真
逆
で
す
。

　

「
本
来
無
一
物
（
む
い
ち
も
つ
）
」

「
放
下
着
（
ほ
う
げ
じ
ゃ
く
）
」
と
い

う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
前
者
は
南
宋

の
慧
能
禅
師
、
後
者
は
唐
の
趙
州
和

尚
の
言
葉
で
す
。「
我
利
我
利
」
を
「
放

下
着
」
し
て
「
本
来
無
一
物
」
で
あ

る
こ
と
を
覚
る
こ
と
で
「
投
機
」
の

境
地
に
至
り
ま
す
。

　

「
投
機
」
の
本
質
を
知
る
と
相
場

の
「
投
機
」
で
も
か
え
っ
て
成
功
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）
。
い
や
、

そ
う
考
え
る
こ
と
こ
そ
「
我
利
我
利

亡
者
」
（
苦
笑
）
。

　

長
ら
く
ご
愛
顧
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
か
わ
ら
版
で
す
が
、
来
年
か
ら

は
山
門
に
置
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
ご
自
由
に
お
取
り
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
は
皆
様
、
よ
い
年
を
お
迎
え

く
だ
さ
い
。

※




