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新
年
を
迎
え
て 

謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

昨
年
は
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
り
、
悲
し
み
に
沈
ま
れ
て
い
る
方
を
思
う

と
胸
が
痛
み
ま
す
が
、
一
年
を
表
す
漢
字
に
「
絆
」
が
選
ば
れ
た
よ
う
に
、

苦
難
に
遭
っ
た
と
き
に
「
つ
な
が
り
」
が
力
と
な
る
こ
と
が
改
め
て
実
感
さ

れ
ま
し
た
。
当
山
一
心
寺
、
本
山
興
正
寺
で
勤
め
ら
れ
た
宗
祖
親
鸞
聖
人
七

五
十
回
大
遠
忌
テ
ー
マ
「
い
の
ち
・
つ
な
が
り
・
よ
ろ
こ
び
」
を
今
一
度
噛

み
し
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

阿
弥
陀
如
来
、
仏
さ
ま
と
の
つ
な
が
り
、
周
り
の
い
の
ち
と
の
つ
な
が
り

が
力
と
な
っ
て
、
苦
難
が
あ
れ
ど
も
力
強
く
共
に
歩
ん
で
い
け
ま
す
よ
う
念

願
い
た
し
ま
す
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

合
掌 

 
 
 

 

本
山
興
正
寺
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
法
要
と 

湯
の
花
温
泉
の
旅 

 
 

岡
田
嘉
幸 

  

早
朝
七
時
に
観
音
寺
を
出
発
し
て
本
山
興
正
寺
に
向
か
う
一
心
寺
参
拝
団

一
行
三
十
名
は
、
全
員
元
気
に
故
郷
を
後
に
す
る
。
さ
ぬ
き
豊
中
Ｉ
Ｃ
か
ら

高
松
自
動
車
道
に
上
が
り
京
都
を
目
指
し
た
。
旭
に
輝
く
讃
岐
冨
士
（
飯
野

山
）
を
窓
に
眺
め
な
が
ら
進
む
と
、
や
が
て
瀬
戸
大
橋
を
渡
る
。
朝
凪
の
瀬

戸
内
海
、
鏡
の
よ
う
に
穏
や
か
な
水
面
、
今
回
の
旅
の
平
穏
を
祝
し
て
い
る

よ
う
で
心
落
ち
着
く
。
早
島
・
倉
敷
を
過
ぎ
る
と
山
陽
道
、
吉
備
Ｓ
Ａ
で
最

初
の
ト
イ
レ
休
憩
と
な
る
。
吉
備
路
の
紅
葉
に
は
ま
だ
少
し
早
い
よ
う
で
あ

る
。
旭
川
・
吉
井
川
を
通
過
す
る
。
岡
山
の
一
級
河
川
は
香
川
と
違
い
水
量

が
多
い
。
ガ
イ
ド
片
桐
様
は
物
知
り
で
ベ
テ
ラ
ン
、
温
泉
・
ビ
ー
ル
工
場
・

溜
池
・
閑
谷
学
校
の
櫂
の
木
（
蝋
）
な
ど
面
白
い
。
や
が
て
新
幹
線
の
ガ
ー

ド
を
潜
り
、
千
種
川
を
渡
る
。
塩
の
町
赤
穂
、
忠
臣
蔵
の
話
と
な
る
。
満
開

の
コ
ス
モ
ス
畑
、
奇
麗
な
眺
め
で
あ
る
。
次
は
醤
油
と
そ
う
め
ん
の
町
竜
野

で
あ
る
。
ト
ン
ネ
ル
多
く
又
防
音
壁
の
た
め
景
色
は
垣
間
見
る
程
度
だ
が
白

鳥
城
・
姫
路
城(

白
鷺
城)

、
高
級
葡
萄
の
話
な
ど
を
聞
き
な
が
ら
進
み
、
加
古

川
・
三
木
・
淡
河
Ｓ
Ａ
を
通
過
す
る
。
モ
ノ
レ
ー
ル
を
左
手
に
見
て
進
む
と

万
博
で
知
ら
れ
た
太
陽
の
塔
、「
芸
術
は
爆
発
だ
」
と
叫
ん
だ
岡
本
太
郎
、
高

度
成
長
期
の
産
物
で
あ
る
。
高
槻
を
過
ぎ
て
光
秀
ゆ
か
り
の
大
山
崎
ト
ン
ネ

ル
を
抜
け
、
京
都
南
Ｉ
Ｃ
か
ら
一
般
道
へ
下
る
。 

京
都
タ
ワ
ー
が
遠
く
に
見
え
て
く
る
。
国
道
一
号

線
は
渋
滞
し
て
い
た
が
堀
川
五
条
へ
。
車
中
か
ら

東
寺
の
五
重
塔
・
京
都
タ
ワ
ー
・
京
都
駅
・
五
条

大
橋
な
ど
を
見
な
が
ら
清
水
寺
方
面
に
向
か
う
。

清
水
の
駐
車
場
に
バ
ス
を
止
め
て
霊
山
興
正
寺

別
院
へ
、
本
山
興
正
寺
の
納
骨
所
で
あ
る
別
院
参

拝
後
、
近
く
の
智
積
院
会
館
一
休
庵
に
て
精
進
料

理
の
昼
食
と
な
る
。
そ
の
後
、
今
回
の
メ
イ
ン
イ

ベ
ン
ト
で
あ
る
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠

（
霊
山
の
聖
人
納
骨
堂
） 

 

忌
が
行
わ
れ
る
本
山
興
正
寺
に
到
着
し
た
。 

 

御
門
主
様
を
中
心
と
す
る
四
十
五
名
の
僧
侶
、
四
百
名
の
参
拝
者
で
満
堂

の
大
法
要
、
こ
の
度
法
縁
を
い
た
だ
い
て
五
十
年
に
一
度
の
こ
の
機
会
に
感

謝
す
る
と
と
も
に
、
法
要
テ
ー
マ
「
い
の
ち
・
つ
な
が
り
・
よ
ろ
こ
び
」
に

「絆
」

いの
ち
・つな
が
り
・よ
ろ
こ
び
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込
め
ら
れ
た
願
い
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
、
と
も
に

生
き
る
人
生
、
生
か
さ
れ
て
生
き
る
心
を
耕
し
続

け
た
い
も
の
で
あ
る
。 

法
要
を
勤
め
て
い
た
院
主
さ
ん
が
合
流
し
、
親

鸞
聖
人
の
御
真
影
を
安
置
す
る
御
堂
の
前
で
記
念

撮
影
、
又
時
間
が
少
し
あ
っ
た
の
で
境
内
の
興
正

寺
展
を
見
学
す
る
。
先
頃
、
狩
野
探
幽
筆
と
判
明

し
メ
デ
ィ
ア
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
興
正
寺
蔵
の

雲
龍
図
（
下
）
も
展
示
さ
れ
て
い
た
。 

 

こ
こ
で
大
院
主
さ
ん
が
先
に
帰
ら
れ
る
た
め
京

都
駅
へ
向
か
い
、
代
わ
っ
て
院
主
さ
ん
が
バ
ス
に
乗
り
込
み
本
山
を
後
に
す

る
。
市
内
か
ら
国
道
九
号
に
出
て
京
都
丹
波
道
路
を
通
り
亀
岡
に
向
か
う
。

今
日
の
宿
は
、
湯
の
花
温
泉
「
松
園
荘
・
保
津
川
亭
」
で
あ
る
。
二
つ
の
ト

ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
日
は
西
に
落
ち
、
や
が
て
旅
館
に
到
着
。
ま
ず
は
平
成

二
十
一
年
完
成
の
大
浴
場
で
旅
の
疲
れ
を
癒
す
。
玄
関
・
フ
ロ
ン
ト
の
水
の

流
れ
は
心
が
和
む
。
夕
食
は
山
海
の
珍
味
、
至
福
の
ひ
と
と
き
で
あ
る
。
院

主
さ
ん
の
挨
拶
で
宴
が
始
ま
り
、
一
同
に
ぎ
や
か
に
交
流
が
深
ま
る
、
最
後

は
院
主
さ
ん
と
女
性
陣
の
カ
ラ
オ
ケ
で
宴
を
終
え
た
。
院
主
さ
ん
は
翌
日
も

朝
か
ら
法
要
が
あ
る
た
め
本
山
へ
帰
ら
れ
た
が
、
テ
レ
ビ
の
明
日
の
予
報
は

晴
天
、
楽
し
み
で
あ
る
。 

 

 

翌
朝
、
六
時
に
お
き
て
朝
風
呂
を
頂
く
。
薬
湯
風
呂
・
石
風
呂
な
ど
岩
盤

浴
も
で
き
る
。
保
津
峡
・
ト
ロ
ッ
コ
列
車
・
穴
太
寺
・
光
秀
寺
な
ど
観
光
資

源
に
富
ん
だ
所
で
あ
る
。
ホ
テ
ル
を
八
時
三
十
分
に
出
発
し
て
豆
屋
黒
兵
衛

に
到
着
、
京
漬
物
・
丹
波
黒
大
豆
を
お
土
産
に
買
い
求
め
、
再
び
京
都
市
内

へ
戻
っ
て
き
た
。
京
都
タ
ワ
ー
の
高
さ
は
百
三
十
一
ｍ
、
建
設
当
時
の
京
都

の
人
口
で
あ
る
。
京
都
御
所
・
八
坂
神
社
・
大
文
字
・
高
山
彦
九
郎
（
維
新

の
先
覚
者
）
な
ど
市
内
観
光
を
し
て
下
鴨
神

社
に
到
着
。
か
つ
て
は
社
領
八
千
六
百
石
、

由
緒
あ
る
神
社
で
昔
の
ま
ま
に
残
る
平
地
の

原
生
林
で
世
界
文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
宮
司
に
よ
る
面
白
い
本
殿
等
の
解
説
に

感
銘
を
受
け
た
。
広
い
邸
内
を
移
動
し
て
、

方
丈
記
で
有
名
な
鴨
長
明
ゆ
か
り
の
河
合
神

社
で
十
二
単
衣
の
着
付
け
と
説
明
、
王
朝
の

舞
観
賞
（
上
）
で
楽
し
い
時
を
過
ご
し
た
。 

「
怠
り
て
磨
か
ざ
り
せ
ば
、
光
り
あ
る
玉
も
、

瓦
に
等
し
か
ら
ま
し
」（
昭
憲
皇
太
后
） 

 

糺
の
森
を
後
に
し
て
妙
心
寺
に
向
か
う
。
臨
済
宗
妙
心
寺
派
大
本
山
妙
心

寺
は
洛
西
右
京
区
花
園
に
あ
り
、
禅
宗
の
道
場
と
し
て
知
ら
れ
史
跡
・
名
勝

に
指
定
さ
れ
た
庭
園
、
国
宝
・
重
文
の
建
造
物
も
多
く
、
特
に
法
堂
の
天
井

画
雲
龍
図
は
有
名
で
狩
野
探
幽
法
眼
守
信
の
大
傑
作
で
あ
る
。
妙
心
寺
鐘
・

明
智
風
呂
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
故
事
を
聞
き
な
が
ら
堂
内
を
散
策
す
る
。
境

内
は
十
万
坪
あ
り
全
国
に
三
千
五
百
の
末
寺
を
持
つ
と
い
う
。 

駐
車
場
近
く
の
花
園
会
館
で
昼
食
を
摂
り
、
次
は
東
寺
に
向
か
う
。
最
後

の
観
光
地
、
東
寺
は
地
元
で
は
「
お
東
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
真
言
宗
大
本
山

http://www.koshoji.com/koshoji-news/wp-content/uploads/2011/11/111127-10.jpg
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教
王
護
国
寺
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
日
本
一
の
高
さ
五
十
五
ｍ
を
誇
る
五

重
塔
（
写
真
上
、
下
は
塔
内
部
）
、
国
宝
の
金
堂
・
梵
天
像
・
講
堂
内
の
大
日
如
来

を
中
心
に
し
た
仏
像
（
国
宝
十
五
・
重
文
六
）
誠
に
荘
厳
で
あ
る
。 

 

東
寺
を
後
に
し
て
帰
路
に
つ
く
。
鴨
川
を
通
過
す
る
と
間
も
な
く
桂
川
Ｓ

Ａ
で
最
後
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
済
ま
せ
一
路
西
進
、
多
少
疲
れ
気
味
だ
が
綾

小
路
き
み
ま
ろ
の
漫
談
を
聞
き
な
が
ら
バ
ス
は
高
速
道
路
を
走
り
続
け
る
。

淡
路
Ｓ
Ａ
に
は
五
時
十
分
頃
着
い
た
。
夕
日
は
西
に
沈
み
、
観
覧
車
の
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
が
美
し
い
。
夕
食
の
弁
当
を
積
み
込
み
、
淡
路
を
経
て
再
び
鳴
門

Ｉ
Ｃ
か
ら
高
松
道
津
田
Ｓ
Ａ
で
最
後
の
ト
イ
レ
休
憩
、
全
員
元
気
に
出
発
地

観
音
寺
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。 

ド
ラ
イ
バ
ー
岩
井
様
の
安
全
運
転
、
ガ
イ
ド
片
桐
様
の
名
ガ
イ
ド
、
添
乗

の
労
を
取
っ
て
頂
い
た
大
久
保
様
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
院
主
さ
ん
、

大
院
主
さ
ん
、
役
員
の
方
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。 

  

両
親
の
納
骨
か
ら
十
六
年
が
過
ぎ
た
。
今
回
の
親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠

忌
に
参
拝
し
、
久
方
振
り
に
霊
山
興
正
寺
別
院
に
て
手
を
合
わ
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
時
、
仏
前
等
で
会
う
こ
と
の
な
か
っ
た
親
の
顔
が
目
の
前
に
現
れ
、

自
然
と
頭
を
下
げ
現
況
報
告
を
い
た
し
ま
し
た
。
今
後
も
「
倶
会
一
処
」
の

み
教
え
を
大
切
に
相
続
し
て
ゆ
き
た
く
思
い
ま
し
た
。（
久
保
守
） 

 

御
影
堂
で
の
法
要
、
最
前
列
中
央
部
近
く
に
座
り
、
お
ご
そ
か
に
法
要
が

進
む
に
つ
れ
そ
の
中
に
引
き
込
ま
れ
、
時
間
を
忘
れ
て
ま
る
で
自
分
が
お
浄

土
に
居
る
か
の
よ
う
に
さ
え
思
っ
た
も
の
で
す
。
ま
た
御
門
主
様
の
お
言
葉

も
心
に
残
り
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
貴
重
な
得
難
い
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
岩
橋
修
） 

 

大
遠
忌
に
団
体
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
改

め
て
親
鸞
聖
人
の
仏
教
に
対
す
る
熱
意
と
教
訓
を
痛
感
い
た
し
ま
し
た
。
ま

た
、
観
光
名
跡
で
は
専
属
の
ガ
イ
ド
さ
ん
の
詳
し
い
説
明
が
あ
り
本
当
に
よ

く
わ
か
り
ま
し
た
。
精
進
料
理
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
。
次
回
も
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
横
山
貞
司
） 

五
月
に
は
一
心
寺
に
て
御
門
主
様
を
お
迎
え
し
て
厳
か
に
法
要
が
勤
ま
り
、

続
い
て
の
本
山
で
の
大
遠
忌
、
大
院
主
さ
ん
の
言
葉
に
よ
る
と
、
今
回
の
法

要
は
こ
れ
ま
で
の
法
要
の
中
で
も
最
も
素
晴
ら
し
か
っ
た
と
の
こ
と
、
私
も

初
め
て
の
体
験
で
本
当
に
感
激
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
皆
様
と
一
緒
に
参
拝

し
た
い
も
の
で
す
。（
田
中
寛
） 

こ
の
度
、
十
年
ぶ
り
に
本
山
興
正
寺
団
体
参
拝
旅
行
を
行
い
ま
し
た
。 

満
堂
の
参
拝
者
と
と
も
に
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
い
た

し
ま
す
。
全
国
の
人
々
が
集
い
「
い
の
ち
・
つ
な
が
り
・
よ
ろ
こ
び
」
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
幸
い
で
す
。
ま
た
、
夕
食
の
宴
で
は
法
事
の
席

と
は
違
っ
た
雰
囲
気
の
中
で
ご
縁
が
深
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。 

次
の
機
会
に
は
み
な
さ
ま
是
非
一
緒
に
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
。 

合
掌 

御
門
主
の
お
言
葉
（
抜
粋
） 

親
鸞
聖
人
は
す
べ
て
の
人
々
に
い
の
ち
の
温

も
り
と
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
教
え
を
伝
え
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
教
え
は
幾
多
の
時
代
を
超

え
、
先
人
の
願
い
と
努
力
に
よ
り
今
日
の
私
た
ち

に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
聖
人
の
ご
遺
徳
を

偲
び
、
先
人
の
ご
恩
に
感
謝
し
、
共
に
お
念
仏
申

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

今
年
は
東
日
本
大
震
災
や
豪
雨
災
害
な
ど
、
自
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http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13p6le0rc/EXP=1324988590;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVFQ1dEI5cVYxTUswdTJsMDFIRWxzOUY5cENQTnUzNEM2RmU5TE50dm9nX09HaEFkeEdzeDNNaDBNBHADNXAyeDVhLjZJT1M2bE9tSGplV2hsQS0tBHBvcwMxNzcEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/9d/d1/masatake_ko/folder/1015070/img_1015070_27289806_2?1322058031
http://www.koshoji.com/koshoji-news/wp-content/uploads/2011/12/111128-7.jpg


 

4 

 

然
の
猛
威
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
年
に
な
り
ま
し
た
。
今
な
お
苦
難
の
生
活
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
被
災
者
の
方
々
の
悲
し
み
は
、
時
間
と
共
に
深
ま
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
聖
人
の
み
教
え
を
仰
ぐ
私
た
ち
は
少
し
で

も
そ
の
悲
し
み
に
寄
り
添
う
気
持
ち
を
大
切
に
し
、
人
と
人
の
絆
、
つ
な
が

り
合
う
い
の
ち
を
思
い
、
お
念
仏
に
生
か
さ
れ
る
異
議
を
確
か
め
て
ま
い
り

た
い
も
の
で
す
。 

「
い
の
ち
・
つ
な
が
り
・
よ
ろ
こ
び
」
こ
の
法
要
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
の
は
、

『
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
通
し
て
、
人
間
中
心
の
狭
い
価
値
観
を
転
じ
、
広

く
大
き
な
い
の
ち
の
中
に
生
き
よ
う
』
、
『
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
で
あ
る
こ

と
に
気
付
き
、
目
覚
め
て
生
き
る
私
に
な
ろ
う
』
と
の
願
い
か
ら
で
す
。 

 

私
た
ち
の
い
の
ち
は
、
限
り
な
い
深
さ
や
広
が
り
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。
計
り
知
れ
な
い
歴
史
と
つ
な
が
り
、
実
に
多
く
の
お
か
げ
を
受
け
、

不
思
議
と
生
か
さ
れ
て
い
る
私
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
生
か
さ
れ
て
い
る
私
に
気
が
付
け
ば
、
も
は
や
自
分
の
い
の
ち

を
空
し
く
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
他
の
い
の
ち
を
軽
ん
ず
る
こ
と
も

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
自
分
の
人
生
を
大
切
に
生
き
、
相
手
の
人
生
を
も
大

切
に
思
う
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
始
ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
気
付
き
を
、『
仏
法
に
遇
う
』、『
仏
さ
ま
の
智
慧
を
い
た
だ
く
』
と
い

う
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
が
顕
か
に
し
て
下
さ
っ
た
お
念
仏
の
教
え
に
お
い
て

は
、
私
た
ち
の
閉
鎖
的
な
考
え
方
は
見
直
さ
れ
、
人
と
人
と
の
出
遇
い
、
つ

な
が
り
の
中
に
大
切
な
意
味
が
見
出
せ
る
人
生
が
始
ま
り
ま
す
。 

 

で
す
か
ら
何
よ
り
も
、『
お
念
仏
申
す
身
と
な
る
こ
と
』
が
大
切
な
の
で
す
。

私
た
ち
に
、
い
の
ち
の
安
ら
ぎ
と
温
も
り
を
与
え
よ
う
と
、
共
に
悲
し
み
、

共
に
歩
ん
で
下
さ
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
深
い
智
慧
と
慈
悲
の
お
こ
こ
ろ
、
す
な

わ
ち
お
念
仏
の
意
味
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
何
よ
り
大
切
で
す
。
阿

弥
陀
さ
ま
は
、
苦
悩
す
る
私
の
身
を
歎
き
悲
し
ま
れ
、
必
ず
よ
ろ
こ
び
に
目

覚
め
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
と
願
い
を
立
て
ら
れ
、
お
は
た
ら
き
を
成
就
さ

れ
ま
し
た
。 

 

今
や
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
お
名
号
と
な
ら
れ
、
常
に
私
た
ち
に
呼

び
か
け
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。『
い
の
ち
は
み
な
つ
な
が
り
合
い
、
生
か
さ
れ

て
生
き
て
い
る
の
で
す
よ
』
、

『
ひ
と
り
で
生
き
て
い
る
の

で
は
な
く
、
共
に
生
き
て
い
る

の
で
す
よ
』
と
私
た
ち
に
呼
び

か
け
、
目
覚
め
を
う
な
が
し
て

下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。 

ち
ょ
っ
と
一
言 

よ
く
「
院
主
さ
ん
、
う
ち
の
法
事
来
年
だ
っ
た
か
な
」
な
ど
と
聞
か
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
仏
壇
に
あ
る
「
過
去
帳
・
く
り
だ
し
」
は
ご
命
日
の

方
の
法
名
が
前
に
出
る
よ
う
に
毎
日
毎
月
開
い
て
い
く
も
の
で
す
。 

祥
月
命
日
を
毎
年
勤
め
る
、
中
讃
で
は
月
参
り
を
続
け
て
い
る
家
庭
も
多

く
あ
り
ま
す
。
三
豊
観
音
寺
で
は
現
在
法
事
は
年
回
忌
ご
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
昔
は
毎
月
毎
年
勤
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

年
の
初
め
に
過
去
帳
・
く
り
だ
し
を
一
覧
し
、
毎
年
お
配
り
し
て
い
る
柱

掛
け
法
語
年
忌
表
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
手
を

合
わ
せ
る
心
を
大
切
に
子
や
孫
に
広
げ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

合
掌 


