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昨
年
の
秋
に
も
こ
の
言
葉
を
書
い

た
よ
う
な
気
が
し
て
確
か
め
て
し
ま

い
ま
し
た
。
昨
年
秋
の
寺
報
第
四
号

は
寺
宝
特
集
で
し
た
が
、
書
き
出
し

は
確
か
に
同
じ
言
葉
で
し
た
。

　
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
本
当
に
こ

の
言
葉
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

「
つ
る
べ
落
と
し
」
と
い
っ
て
も
、

釣
瓶
の
つ
い
た
井
戸
な
ど
と
っ
く
の

昔
に
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

ね
。
し
か
し
、
日
一
日
と
暗
く
な
る

時
間
が
早
く
な
る
な
る
様
子
は
、
ま

さ
に
釣
瓶
が
井
戸
の
中
に
落
ち
て
い

く
よ
う
に
「
す
る
す
る
ー
と
ー
ん
」

と
い
う
感
じ
で
す
。

　
こ
の
時
期
に
な
る
と
浄
土
宗
の
寺

で
は
「
お
十
夜
」
と
い
う
法
要
が
行

わ
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
様
へ
の
報
恩
感

謝
の
法
要
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
地
域
（
行
徳
）
で
は
秋
の
収
穫

祭
と
い
う
意
味
が
強
い
よ
う
で
す
。

お
十
夜
の
前
に
な
る
と
住
職
が
白
い

袋
を
配
り
、
そ
こ
に
秋
に
取
れ
た
新

秋
の
日
は
つ
る
べ
落
と
し

善
照
寺
住
職
　
今
　
岡
　
達
　
雄

行
事
予
定

平
成
十
五
年
十
一
月
・
十
二
月
の
善

照
寺
の
年
間
行
事
の
予
定
で
す
。

お
十
夜
会

お
十
夜
会

お
十
夜
会

お
十
夜
会

お
十
夜
会
　
十
一
月
十
七
日
（
月
）

善
照
寺
本
堂
に
て

　
一
時
　
法
話

一
時
　
法
話

一
時
　
法
話

一
時
　
法
話

一
時
　
法
話

　
午
後
一
時
か
ら
東
京
念
仏
院
ご
住

職
の
中
野
隆
英
師
の
「
お
は
な
し
」

が
あ
り
ま
す
。
一
時
ち
ょ
っ
と
前
ま

で
に
本
堂
に
お
集
ま
り
下
さ
い
。

　
二
時
　
法
要

二
時
　
法
要

二
時
　
法
要

二
時
　
法
要

二
時
　
法
要

　
午
後
二
時
か
ら
、
善
照
寺
住
職
が

導
師
、
近
隣
の
お
寺
の
住
職
様
と
共

に
十
夜
法
要
を
行
い
ま
す
。

暮
れ
の
寺
参
り

暮
れ
の
寺
参
り

暮
れ
の
寺
参
り

暮
れ
の
寺
参
り

暮
れ
の
寺
参
り
　
十
二
月
下
旬

除
夜
の
鐘

除
夜
の
鐘

除
夜
の
鐘

除
夜
の
鐘

除
夜
の
鐘
　
十
二
月
三
十
一
日

　
十
一
時
半
頃
か
ら
釣
り
鐘
を
つ
き
始

め
ま
す
。
寒
い
夜
な
の
で
樽
酒
、
お
汁

粉
、
み
か
ん
等
が
配
ら
れ
ま
す
。
十
二

時
を
過
ぎ
る
と
、
ほ
ど
な
く
新
年
の
初

供
養
（
修
正
会
）
が
行
わ
れ
ま
す
。
　

米
を
い
れ
て
ご
本
尊
様
へ
の
供
物
と

し
た
も
の
で
す
。
農
地
の
区
画
整
理

が
行
わ
れ
、
地
下
鉄
が
通
っ
て
か

ら
、
こ
の
習
慣
は
無
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
一
年
間
一
生
懸
命
働
い

て
お
米
が
取
れ
て
、
仏
様
や
ご
先
祖

様
に
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
」
と
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
法

要
を
行
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　
残
念
な
が
ら
最
近
で
は
秋
の
収
穫

と
い
う
も
の
が
近
隣
か
ら
無
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
確
か
に
柿
が
色
づ
い

て
秋
の
風
情
で
す
が
、
食
べ
る
も
の

は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
柿
を

収
穫
す
る
と
い
う
感
覚
は
な
く
、
鳥

た
ち
の
食
糧
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
「
感
謝
」

の
対
象
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
、
恵
み
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
自

然
、
周
り
の
人
々
、
先
祖
代
々
か
ら

受
け
継
が
れ
た
物
に
感
謝
の
気
持
ち

も
薄
く
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
も
う
一
度
、
感
謝
の
気
持
ち

を
思
い
起
こ
す
た
め
に
も
「
お
十

夜
」
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
ば
幸
甚

で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
（
合
掌
）
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住
　
職
　
法
　
話

　
お
十
夜
（
じ
ゅ
う
や
）
の
話

お
十
夜
の
意
味

　
お
十
夜
は
阿
弥
陀
佛
へ
の
報
恩
感

謝
の
た
め
の
法
要
で
す
。
で
は
阿
弥

陀
佛
へ
の
報
恩
感
謝
と
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

佛
に
な
る
方
法
と
は

　
お
釈
迦
様
は
出
家
し
て
様
々
な
修

行
を
行
っ
て
真
理
を
悟
り
「
ほ
と

け
」
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
お
釈
迦
様

の
よ
う
な
人
は
と
も
か
く
、
私
達
の

よ
う
に
煩
悩
に
ま
み
れ
た
者
は
こ
の

世
の
中
で
生
き
て
い
る
う
ち
に
「
ほ

と
け
」
に
な
る
こ
と
は
な
か
な
か
出

来
ま
せ
ん
。
「
ほ
と
け
」
に
な
れ
な

い
と
後
生
（
亡
く
な
っ
た
後
）
も
苦

し
い
生
活
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
そ

う
で
す
。
お
釈
迦
様
は
、
そ
ん
な
私

た
ち
で
も
「
ほ
と
け
」
に
な
れ
る
方

法
を
お
示
し
下
さ
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
が
阿
弥
陀
様
の
お
話
で
す
。

本
願
と
は
な
に
か

　
無
量
寿
経
と
い
う
お
経
に
は
次
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
遠
い
昔
、
世
自
在
王
如
来
の
時

代
に
、
あ
る
国
の
王
様
が
世
自
在
王

如
来
の
説
法
を
聞
い
て
発
心
し
出
家

し
求
道
者
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

名
は
法
蔵
（
ダ
ル
マ
カ
ー
ラ
）
。
法

蔵
菩
薩
は
世
自
在
王
如
来
の
指
導
の

も
と
で
修
行
し
、
悟
り
を
得
て
佛
と

な
る
た
め
に
四
十
八
の
誓
願
（
お
誓

い
）
を
建
て
、
そ
の
誓
願
を
成
し
遂

げ
る
た
め
に
六
波
羅
蜜
の
修
行
に
励

み
ま
し
た
。
そ
し
て
、
全
て
の
誓
願

を
達
成
し
十
劫
の
昔
に
阿
弥
陀
佛
と

な
ら
れ
ま
し
た
。
佛
と
な
る
前
の
こ

の
誓
願
は
「
本
願
」
と
も
呼
ば
れ
、

そ
の
「
は
た
ら
き
」
は
今
現
在
も
私

た
ち
に
降
り
注
い
で
い
ま
す
。

最
も
大
切
な
十
八
願

　
浄
土
宗
を
お
開
き
に
な
っ
た
法
然

上
人
は
、
四
十
八
あ
る
本
願
の
中
で

十
八
番
目
の
願
が
最
も
大
切
な
も
の

で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
十
八
願
と
は
次
の
よ
う
な
内
容

で
す
。

　
「
一
切
の
人
々
が
、
誠
の
心
を

も
っ
て
信
じ
願
っ
て
、
私
の
国
で
あ

る
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
欲
し

て
、
わ
ず
か
十
回
で
も
私
の
名
を
呼

ん
だ
な
ら
ば
、
必
ず
極
楽
浄
土
に
往

生
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
し
よ

う
。
」

　
つ
ま
り
、
た
っ
た
十
回
「
南
無
阿

弥
陀
佛
」
と
阿
弥
陀
様
の
名
前
を
呼

ぶ
だ
け
で
私
た
ち
は
極
楽
浄
土
に
迎

え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
「
ほ
と
け
」

に
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

な
ぜ
極
楽
浄
土
を
願
う
の
か

①
そ
こ
で
は
阿
弥
陀
様
の
説
法
を
聞

き
、
心
の
平
静
（
悟
り
）
を
得
ら

れ
、
誰
で
も
「
ほ
と
け
」
に
な
る
こ

と
が
で
き
る
。

②
そ
こ
は
不
安
や
苦
悩
が
な
く
、
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
。

③
そ
こ
で
私
た
ち
は
超
能
力
（
宿

命
、
天
眼
、
天
耳
、
他
心
）
を
得
て

こ
の
世
の
状
況
把
握
が
出
来
る
。

④
先
に
往
生
し
た
人
々
と
再
び
会
う

こ
と
が
出
来
る
。

⑤
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
現
世
で
の
安
心
を
生
み
出

す十
日
十
夜
の
善
行

　
本
願
が
示
さ
れ
て
い
る
無
量
寿
経

と
い
う
お
経
の
最
後
の
部
分
に
、
こ

の
世
で
十
日
十
夜
の
善
行
を
行
う
こ

と
は
、
極
楽
浄
土
で
千
年
間
善
行
を

行
う
よ
り
価
値
が
あ
る
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
法
然
上
人
に
依
れ

ば
最
大
の
善
行
と
は
念
仏
一
行
、
つ

ま
り
た
だ
一
心
に
阿
弥
陀
様
の
名
前

を
呼
ぶ
こ
と
な
の
で
す
。

　
た
っ
た
十
回
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」

と
阿
弥
陀
様
の
名
前
を
呼
ぶ
だ
け
で

私
た
ち
は
極
楽
浄
土
に
迎
え
ら
れ
ま

す
。
そ
こ
で
「
ほ
と
け
」
に
な
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
す
。
先
に
亡
く

な
っ
た
方
々
は
阿
弥
陀
様
の
お
力
で

極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
新
し
い
生
活
を

さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
阿
弥
陀

様
に
感
謝
す
る
の
で
す
。
阿
弥
陀
様

の
本
願
の
お
力
に
報
恩
感
謝
す
る
の

で
す
。
こ
れ
が
お
十
夜
法
要
な
の
で

す
。
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大
切
な
人
、
か
け
が
え
の
な
い
人
を

失
っ
た
。
悲
し
ん
だ
。
自
嘲
し
た
。
大

丈
夫
と
強
が
っ
た
。
泣
い
た
。

　
そ
ん
な
夢
か
ら
さ
め
た
。
大
切
な

人
は
た
し
か
に
い
る
。
失
っ
て
い
な

い
。
す
る
と
こ
ん
ど
は
、
そ
の
現
実

が
あ
り
が
た
く
て
た
ま
ら
な
か
っ

た
。
涙
が
こ
ぼ
れ
出
た
。

　
い
つ
か
は
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
が
、
今
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の

こ
と
が
た
ま
ら
な
く
嬉
し
か
っ
た
。

　
当
た
り
前
に
な
り
か
け
て
い
る
も

の
。
そ
ん
な
も
の
を
大
切
に
し
よ
う

と
思
っ
た
。

　
　
　
　

　
死
に
ゆ
く
人
よ
。
死
の
避
け
ら
れ

な
く
な
っ
た
人
よ
。
も
う
す
ぐ
、
あ

な
た
の
一
生
に
幕
が
下
り
よ
う
と
し

て
い
る
。

　
ど
う
ぞ
ゆ
っ
く
り
、
人
生
を
振
り

返
っ
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
は
今
、
そ

の
す
べ
て
を
失
お
う
と
し
て
い
る
。

　
い
ざ
失
う
こ
と
に
な
っ
て
み
て
初

め
て
、
人
は
気
づ
く
も
の
で
す
。
自

分
が
知
ら
ず
知
ら
ず
手
に
し
て
い
た

も
の
の
、
大
切
さ
を
。
か
け
が
え
の

な
さ
を
。

　
今
、
初
め
て
わ
か
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の

人
生
が
い
か
に
幸
せ
に

満
ち
て
い
た
こ
と
か
。

　
　
　
　

あ
　
み
　
だ

　
阿
弥
陀
様
で
す
。
阿

弥
陀
様
は
い
つ
も
、
あ

な
た
の
そ
ば
に
居
ま
し

た
。

　
人
は
阿
弥
陀
様
が
居

る
こ
と
に
、
な
か
な
か

気
づ
か
な
い
で
生
き
て

い
ま
す
。
そ
れ
で
人
生

が
つ
ら
い
、
苦
し
い
、
つ
ま
ら
な
い

と
言
っ
て
い
る
。

　
で
も
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
に
な
っ

た
今
、
実
は
す
べ
て
が
幸
せ
だ
っ
た

こ
と
に
気
づ
い
た
で
し
ょ
う
。

　
阿
弥
陀
様
が
姿
を
現
さ
れ
た
の
で

す
。

　
大
空
の
星
々
が
、
大
地
の
す
み
か

ら
す
み
ま
で
を
見
つ
め
て
い
る
よ
う

に
。
阿
弥
陀
様
は
、
あ
な
た
を
ず
っ

と
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　

　
本
当
は
、
も
っ
と
早
く
こ
の
こ
と

に
気
づ
く
べ
き
で
し
た
。
そ
う
す
れ

ば
、
も
っ
と
幸
せ
に
人
生
を
す
ご
す

こ
と
が
で
き
た
。

　
け
れ
ど
も
今
、
阿
弥
陀
様
に
会
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
す
ば
ら
し
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
あ
と
数
日
で
も
い
い
。
あ
と
数
時

間
で
も
い
い
。
阿
弥
陀
様
と
と
も
に

す
ご
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。　　　　

死
に
ゆ
く
人
へ
　

　
死
に
ゆ
く
人
へ
―
―
。
人
は
だ
れ

で
も
、
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
が

来
る
。
死
に
ゆ
く
こ
と
は
、
つ
ら
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
様

は
こ
れ
か
ら
も
、
い
つ
ま
で
も
一
緒

で
す
。
あ
な
た
が
こ
の
世
に
残
し
て

ゆ
く
人
も
、
阿
弥
陀
様
は
す
べ
て
見

つ
め
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
心
配
し
な

い
で
。

　
自
ら
死
を
選
ぼ
う
と
し
て
い
る

人
、
生
き
る
意
味
を
見
失
っ
て
い
る

人
へ
―
―
。
あ
な
た
は
も
っ
と
生
き

る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
迷
わ

ず
生
き
る
こ
と
を
選
ん
で
く
だ
さ

い
。
阿
弥
陀
様
を
そ
ば
に
感
じ
な
が

ら
、
幸
せ
に
。

　
愛
す
る
者
に
先
立
た
れ
た
人
へ

―
―
。
阿
弥
陀
様
は
今
、
あ
な
た
に

寄
り
そ
っ
て
い
る
の
で
す
。
先
に

行
っ
て
し
ま
っ
た
あ
の
人
に
も
、
こ

ち
ら
に
残
さ
れ
た
あ
な
た
に
も
。
同

じ
阿
弥
陀
様
が
寄
り
そ
っ
て
い
ま

す
。
こ
ん
ど
は
あ
な
た
が
、
阿
弥
陀

様
と
一
緒
に
生
き
て
く
だ
さ
い
。

（
副
住
職
）

【阿弥陀仏】
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編
　
集
　
後
　
記

　
愛
ら
し
い
お
地
蔵
さ
ん
が
合
掌
し

て
微
笑
ん
で
い
る
仏
画
が
あ
り
ま

す
。
副
住
職
が
運
営
し
て
い
る
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
方

か
ら
の
い
た
だ
き
物
で
す
。
そ
の
方

は
宮
大
工
の
ご
友
人
に
こ
の
絵
を
書

い
て
も
ら
い
、
副
住
職
に
贈
っ
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
我
が
家
の
お
気
に

入
り
で
す
。
そ
の
絵
に
は
『
あ
う
人

み
ん
な
お
蔭
様
の
人
。
今
日
ま
た
で

あ
う
南
無
阿
弥
陀
仏
』
と
銘
が
入
っ

て
い
ま
す
。
忙
し
い
日
常
に
追
わ

れ
、
心
や
体
が
疲
れ
て
い
る
と
き
、

人
は
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
て
し
ま

い
が
ち
で
す
。
し
か
し
こ
の
絵
を
見

る
た
び
に
思
い
ま
す
。
今
日
ま
で
私

が
こ
こ
に
存
在
す
る
の
は
、
今
ま
で

出
会
っ
て
き
た
人
た
ち
の
支
え
が

あ
っ
て
こ
そ
な
の
だ
と
。
お
顔
が
丸

く
、
ほ
っ
ぺ
た
が
ふ
っ
く
ら
し
た
お

地
蔵
さ
ん
が
、
や
さ
し
く
あ
た
た
か

く
、
私
の
心
を
和
ま
せ
て
く
れ
ま

す
。       

（
副
住
職
室
久
美
英
）

http://www.zenshoji.or.jp/fuku/

　
「
松
庵
（
副
住
職
の
い
お
り
）
」

お
寺
と
の
付
き
合
い
④

お
十
夜
（
十
一
月
十
七
日
）

　
「
お
十
夜
」
は
阿
弥
陀
様
へ
の
報
恩

感
謝
の
た
め
の
法
要
で
す
。
法
要
趣
旨

に
つ
い
て
は
住
職
法
話
で
詳
し
く
お
話

し
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、

昔
は
秋
の
収
穫
祭
の
意
味
が
あ
り
ま
し

た
。
一
年
の
労
働
の
成
果
を
喜
び
、
恵

み
を
与
え
て
く
れ
た
自
然
に
、
御
守
り

い
た
だ
い
た
先
祖
代
々
の
霊
に
、
ま
た

仏
様
に
感
謝
を
す
る
た
め
に
、
と
れ
た

農
作
物
を
お
供
え
し
て
法
要
を
行
っ
た

も
の
で
す
。
で
す
か
ら
阿
弥
陀
様
へ
の

感
謝
の
法
要
に
あ
わ
せ
て
お
塔
婆
を
あ

げ
先
祖
や
先
亡
諸
霊
の
供
養
を
行
っ
た

の
で
す
。

　
お
塔
婆
の
申
込
み
は
遅
く
と
も
十
日

ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
遠
方

の
方
に
は
「
出
欠
の
は
が
き
」
を
同
封

し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
は
が
き
で
出

欠
・
塔
婆
等
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
下
さ

い
。
ま
た
、
近
隣
の
方
々
に
は
「
出
欠

は
が
き
」
は
入
れ
て
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
塔
婆
の
お
申
込
み
は
電
話
で
結
構

で
す
。

墓
掃
除
代

　
お
盆
と
暮
れ
の
二
回
、
墓
掃
除
代
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
近
隣
の
檀
家
様

に
は
八
月
と
十
二
月
に
善
照
寺
青
年
会

（
慧
日
会
）
の
皆
さ
ん
が
集
金
に
伺
っ

て
い
ま
す
。
遠
方
の
方
々
は
、
申
し
訳

ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
寺
に
来
ら
れ
る
時
に

お
納
め
下
さ
い
。
各
２
０
０
０
円
、
年

間
四
千
円
で
す
。

除
夜
の
鐘

　
昭
和
三
十
五
年
、
戦
時
に
供
出
し
て

な
く
な
っ
た
梵
鐘
が
新
鋳
さ
れ
て
以

来
、
除
夜
の
鐘
を
つ
い
て
い
ま
す
。
現

在
で
は
善
照
寺
青
年
会
（
慧
日
会
）
の

皆
さ
ん
の
お
手
伝
い
を
得
、
大
勢
の

方
々
が
鐘
を
撞
き
に
見
え
ら
れ
ま
す
。

　
大
晦
日
の
午
後
十
一
時
三
十
分
頃
か

ら
撞
き
始
め
ま
す
。
本
来
百
八
の
煩
悩

を
一
つ
一
つ
打
ち
消
す
た
め
、
百
八
回

鐘
を
撞
き
ま
す
。
最
近
は
煩
悩
も
多
く

な
っ
た
よ
う
で
多
少
多
め
に
な
っ
て
い

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
樽
酒
、
お
汁

粉
、
み
か
ん
等
が
ふ
る
ま
わ
れ
ま
す
。

　
本
尊
阿
弥
陀
様
へ
の
お
参
り
も
忘
れ

ず
に
お
願
い
し
ま
す

　
今
年
か
ら
、
遠
方
の
方
々
に
も
、
近

隣
の
方
々
に
も
「
十
夜
法
要
浄
財
袋
」

を
同
封
し
ま
し
た
。
お
十
夜
の
お
布
施

と
塔
婆
代
は
こ
の
袋
に
入
れ
て
寺
ま
で

お
持
ち
下
さ
い
。

　
お
塔
婆
は
一
基
四
千
円
で
す
。
こ
れ

と
は
別
に
お
十
夜
供
養
の
た
め
の
お
布

施
（
ご
回
向
料
）
を
包
ん
で
下
さ
い
。

金
額
は
お
気
持
ち
次
第
で
す
が
平
均
五

千
円
程
度
で
す
。

暮
れ
の
付
け
届
け

　
暮
れ
の
付
け
届
け
と
は
寺
へ
の
「
お

歳
暮
」
で
す
。
包
み
物
（
「
歳
暮
」
あ

る
い
は
「
志
」
）
で
現
状
で
は
平
均
で

五
千
円
程
度
で
す
。
だ
い
た
い
十
二
月

下
旬
頃
墓
掃
除
・
お
花
を
お
供
え
す
る

と
き
に
届
け
に
来
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

　
昔
は
晦
日
に
餅
を
つ
き
、
本
尊
へ
の

お
供
餅
を
持
っ
て
墓
参
に
来
ら
れ
た
よ

う
で
、
今
で
も
十
二
月
三
十
日
に
来
ら

れ
る
方
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
子
供
の
頃
は
三
月
ま
で
毎
日
お
餅
を

食
べ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
以
来
私
は
お

餅
が
好
き
で
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
は
お

供
餅
が
無
く
な
っ
て
有
り
難
い
で
す
。


