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平
成
十
六
年
善
照
寺
の
年
間
行
事
の
予

定
は
次
の
通
り
で
す
。
皆
様
方
是
非
と

も
お
参
り
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

初
念
仏
会
　
一
月
十
七
日
（
土
）

　
　
　
一
時
　
法
話
　
二
時
　
法
要

お
彼
岸
春
（
三
月
十
七
〜
廿
三
日
）

お
盆
　
東
京
（
七
月
十
三
〜
五
日
）

　
　
　
地
元
（
八
月
十
三
〜
五
日
）

施
餓
鬼
会
　
八
月
十
七
日
（
火
）

　
　
　
一
時
　
法
話
　
二
時
　
法
要

お
彼
岸
秋
（
九
月
二
十
〜
廿
六
日
）

お
十
夜
会
　
十
一
月
十
七
日
（
水
）

　
　
　
一
時
　
法
話
　
二
時
　
法
要

暮
れ
　
十
二
月
下
旬

除
夜
の
鐘
　
十
二
月
三
十
一
日

　
夜
十
一
時
三
十
分
位
か
ら
始
め
ま
す

天
下
和
順
　
日
月
清
明
　
風
雨
以
時
　
災
厲
不
起

國
豐
民
安
　
兵
戈
無
用
　
崇
徳
興
仁
　
務
修
禮
讓

善
照
寺
住
職
　
今
　
岡
　
達
　
雄

皆
様
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す

　
毎
年
、
私
の
個
人
的
の
年
賀
状
で

は
経
典
か
ら
言
葉
を
選
ん
で
、
年
末

か
ら
年
頭
に
か
け
て
の
世
の
中
の
動

き
に
関
し
て
の
感
想
を
述
べ
て
い
ま

ひ
ょ
う
が
む
ゆ
う

ひ
ょ
う
が
む
ゆ
う

ひ
ょ
う
が
む
ゆ
う

ひ
ょ
う
が
む
ゆ
う

ひ
ょ
う
が
む
ゆ
う

す
。
今
年
の
言
葉
は
「
兵
戈
無
用

兵
戈
無
用

兵
戈
無
用

兵
戈
無
用

兵
戈
無
用
」

で
す
。

　
無
量
寿
経
と
い
う
経
典
に
は
阿
弥

陀
仏
が
仏
に
な
ら
れ
た
こ
と
、
私
た

ち
を
お
救
い
く
だ
さ
る
こ
と
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
無
量
寿
経
の
後

段
に
は
表
題
に
し
た
「
天
下
和

順
・
・
・
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

特
に
こ
の
部
分
を
「
祝
聖
文
」
と
呼

ん
で
お
目
出
た
い
法
要
の
と
き
の
ご

回
向
に
使
っ
て
い
ま
す
。
現
代
語
に

訳
し
ま
す
と
次
の
よ
う
な
意
味
に
な

り
ま
す
。

「
仏
の
教
化
を
う
け
た
国
や
村
は
平

和
に
な
っ
て
、
日
も
月
も
清
く
輝

き
、
風
雨
も
時
に
か
な
っ
て
程
よ

く
、
災
害
や
疫
病
は
お
こ
ら
ず
、
国

は
富
み
民
は
豊
か
に
な
っ
て
、
兵
や

兵
器
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
人
び
と

は
徳
を
あ
が
め
仁
を
尊
ん
で
、
礼
節

や
謙
譲
の
道
を
守
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。
」

　
兵
戈
無
用

兵
戈
無
用

兵
戈
無
用

兵
戈
無
用

兵
戈
無
用
と
は
「
仏
の
教
化
が
行

き
届
い
た
国
で
は
、
武
力
を
使
う
必

要
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
法
然
上
人
は
九
歳
の
時
、
政
敵
の

夜
襲
に
逢
い
父
を
亡
く
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
時
に
お
父
さ
ん
は
次
の
よ

う
な
遺
言
を
残
さ
れ
ま
し
た
。
「
こ

の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の
は
、
昔

か
ら
の
縁
に
依
っ
て
い
る
の
だ
か
ら

敵
の
人
を
う
ら
ん
で
は
い
け
な
い
。

も
し
恨
み
を
果
た
し
た
な
ら
ば
、
あ

だ
討
ち
は
代
々
に
続
き
尽
き
る
こ
と

が
な
い
。
お
前
は
出
家
し
て
私
の
菩

提
を
供
養
し
、
自
ら
悟
り
を
得
る
よ

う
に
し
な
さ
い
」
云
々

　
法
然
上
人
の
時
代
に
は
仇
討
ち
は

遺
族
と
し
て
当
然
行
う
べ
き
こ
と
で

し
た
。
目
の
前
で
父
を
殺
害
さ
れ
、

犯
人
も
わ
か
っ
て
い
る
の
に
仇
討
ち

の
出
来
な
い
悔
し
さ
は
大
変
な
も
の

で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
法

然
上
人
は
父
の
遺
言
に
従
い
、
仇
討

ち
せ
ず
に
出
家
し
て
僧
侶
に
な
り
ま

し
た
。
仏
教
に
お
け
る
平
和
と
は
ど

ん
な
事
が
あ
っ
て
も
絶
対
戦
わ
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
法
然
上
人
は

身
を
も
っ
て
そ
の
こ
と
を
お
示
し
に

な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
　
　
　
合
掌
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住
　
職
　
法
　
話

　　 　
宗
祖
　
法
然
上
人

誕
生
逸
話
（
か
た
き
を
打
つ
な
）

　
法
然
上
人
は
長
承
二
年
（
一
一
三

み
ま
さ
か

三
）
美
作
国
久
米
郡
稲
岡
（
岡
山
県

う
る
ま

と
き
く
に

久
米
郡
久
米
南
町
）
に
漆
間
時
国
の

長
男
と
し
て
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し

た
。
父
の
漆
間
時
国
は
今
の
世
の
中

で
云
う
と
こ
ろ
の
地
方
の
有
力
者
で

警
察
署
長
を
兼
ね
て
い
ま
し
た
。
そ

し
て
貴
族
所
有
の
荘
園
の
管
理
官
で

あ
か
し
さ
だ
あ
き
ら

あ
る
明
石
定
明
と
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル

せ
い
し
ま
る

を
抱
え
て
お
り
ま
し
た
。
勢
至
丸

（
法
然
上
人
の
幼
名
）
九
歳
の
永
治

元
年
（
一
一
四
一
）
、
明
石
定
明
の

軍
勢
に
よ
る
夜
襲
を
受
け
、
父
時
国

は
瀕
死
の
重
傷
を
負
い
ま
し
た
。

時
国
は
翌
日
枕
元
に
勢
至
丸
を
呼
び

か
い
け
い

「
汝
、
さ
ら
に
会
稽
の
恥
を
思
い
、

て
き
じ
ん

ひ
と
え

敵
人
を
う
ら
む
事
な
か
れ
。
こ
れ
偏

せ
ん
せ

し
ゅ
く
ご
う

い
こ
ん

に
先
世
の
宿
業
也
。
も
し
遺
恨
を
む

す
ば
ゞ
、
そ
の
あ
だ
世
々
に
つ
き
が

た
か
る
べ
し
。
し
か
じ
俗
を
の
が
れ

ぼ
だ
い

家
を
出
て
我
菩
提
を
と
ぶ
ら
ひ
、
み

げ
だ
つ

づ
か
ら
の
解
脱
を
求
め
ん
」
と
い
っ

て
、
西
に
向
か
っ
て
座
り
、
合
掌
し

て
佛
を
念
じ
眠
る
が
ご
と
く
し
て
息

絶
え
た
の
で
し
た
。
こ
の
父
の
遺
言

の
意
味
は
は
前
頁
に
述
べ
た
と
通
り

で
す
。
「
か
た
き
を
打
つ
な
」
「
僧

侶
に
な
れ
」
「
悟
り
を
得
よ
」
こ
れ

が
父
の
遺
言
で
あ
り
勢
至
丸
は
そ
れ

に
従
っ
た
の
で
す
。

　
な
ん
と
口
惜
し
か
っ
た
で
し
ょ

う
。
そ
の
悔
し
い
気
持
ち
を
悟
り
を

得
る
た
め
の
努
力
に
一
心
に
ふ
り
向

け
た
の
で
す
。

悟
り
を
求
め
て

　
勢
至
丸
は
母
の
弟
で
僧
侶
で
あ
っ

か
ん
が
く

な
ぎ
さ
ん

た
観
覚
の
元
で
出
家
し
、
那
岐
山
で

修
行
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し

観
覚
は
勢
至
丸
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
る

才
能
を
見
抜
き
、
比
叡
山
に
登
る
こ

と
を
勧
め
ま
し
た
。
母
に
い
と
ま
を

告
げ
比
叡
山
に
登
っ
た
の
は
一
一
四
げ
ん
こ
う

五
年
十
三
歳
の
と
き
で
持
宝
房
源
光

の
弟
子
と
な
り
ま
し
た
。
十
五
歳
の

時
戒
壇
院
で
戒
を
受
け
、
十
七
歳
の

時
に
師
源
光
は
当
時
比
叡
山
で
最
も

こ
う
え
ん

権
力
の
あ
っ
た
皇
円
に
指
導
を
委
ね

た
の
で
す
が
、
十
八
歳
の
時
に
皇
円

の
元
を
去
り
、
黒
谷
に
移
っ
て
慈
眼

え
い
く
う

房
叡
空
に
師
事
し
ま
し
た
。

　
当
時
の
比
叡
山
は
現
在
の
国
立
大

学
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
全
国
か
ら

優
秀
な
人
材
が
集
ま
っ
て
き
た
所
で

し
た
。
そ
の
中
で
も
皇
円
の
指
導
は

エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
で
し
た
。
し
か

し
、
当
時
の
比
叡
山
は
悟
り
を
得
る

た
め
で
な
く
立
身
出
世
の
競
争
が
激

し
い
場
所
で
あ
り
ま
し
た
。
勢
至
丸

は
自
分
か
ら
立
身
出
世
の
エ
リ
ー
ト

コ
ー
ス
を
捨
て
、
自
ら
の
悟
り
を
求

め
る
た
め
皇
円
の
元
を
去
り
、
比
叡

山
の
隠
遁
所
で
あ
る
黒
谷
の
慈
眼
房

叡
空
に
師
事
す
る
こ
と
に
し
た
の
で

す
。
こ
の
と
き
最
初
の
師
源
光
の
源

と
叡
空
の
空
を
採
っ
て
法
然
房
源
空

と
い
う
名
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

立
教
開
宗
（
平
等
な
教
え
）

　
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
法
然
上

人
二
十
四
歳
の
と
き
か
ら
比
叡
山
黒

谷
を
下
っ
て
京
都
や
奈
良
の
寺
院
を

回
り
高
僧
に
訪
ね
、
必
死
に
悟
り
の

道
を
求
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

結
果
は
だ
れ
一
人
と
し
て
法
然
上
人

の
問
い
か
け
に
心
ゆ
く
ま
で
教
え
を

た
れ
る
方
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
た
び
毎
に
重
い
足
を
引
き
ず
り
な

が
ら
黒
谷
に
戻
り
、
報
恩
蔵
に
戻
っ

て
一
切
経
を
読
み
返
し
、
実
践
に
励

み
ま
し
た
。
し
か
し
「
自
分
は
悟
り

か
い

じ
ょ
う

え

に
必
要
な
三
学
（
戒
・
定
・
慧
）
が

整
っ
た
者
で
は
な
い
」
こ
と
を
痛
感

す
る
ば
か
り
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
報
恩
蔵
で
の
長
い
長

い
修
学
生
活
の
中
で
、
唐
の
善
導
大

師
の
『
観
経
疏
』
散
善
義
に
あ
る

み
ょ
う
ご
う

「
一
心
に
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念

ぎ
ょ
う
じ
ゅ
う
ざ
が

じ
せ
つ

く
ご
ん

じ
、
行
住
坐
臥
に
時
節
の
久
近
を
問

わ
ず
、
念
々
に
捨
て
ざ
る
も
の
、
是

し
ょ
う
じ
ょ
う

ご
う

れ
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
、
彼
の
仏

の
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
の
一
文
を

見
て
、
阿
弥
陀
仏
の
名
前
を
唱
え
る

と
い
う
専
修
念
仏
に
よ
っ
て
万
人
が

救
わ
れ
る
道
を
見
い
だ
し
た
の
で
し

た
。
時
に
承
安
五
年
（
一
一
七
五
）

春
三
月
、
法
然
上
人
四
十
三
歳
の
時

で
あ
り
ま
し
た
。
　
　
　
（
合
掌
）
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御
前
様
の
お
念
仏
　

法
然
上
人
の
お
こ
と
ば

「
念
仏
を
ひ
ま
な
く
と
な
え
る
こ
と

さ
え
で
き
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
の

救
い
は
確
実
と
知
れ
」

　
　
（
『
諸
人
伝
説
の
詞
』
よ
り
）

　
　
　
　
　

　
新
し
い
年
に
な
り
、
思
い
か
え
せ

ば
も
う
六
年
も
前
の
夏
。

　
私
は
研
究
者
の
卵
と
し
て
い
ろ
い

ろ
苦
心
し
て
お
り
ま
し
た
。
大
学
院

で
の
生
活
は
二
年
目
で
し
た
が
、
思

い
描
い
て
い
た
生
活
と
は
違
い
、
生

命
現
象
の
研
究
は
ま
る
で
宝
さ
が
し

の
よ
う
な
も
の
。
い
ろ
い
ろ
工
夫
し

て
も
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
だ
ら
け

だ
っ
た
の
で
す
。

　
こ
う
い
う
と
不
謹
慎
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
僧
侶
に
な
る
た
め
の
き
び

し
い
三
週
間
も
、
そ
ん
な
私
に
と
っ

て
は
、
俗
世
か
ら
解
放
さ
れ
る
安
ら

ぎ
の
ひ
と
と
き
で
し
た
。

　
増
上
寺
は
徳
川
家
ゆ
か
り
の
大
き

な
お
寺
で
、
東
京
タ
ワ
ー
近
く
の
芝

と
い
う
土
地
に
あ
り
ま
す
。
今
は
赤

や
白
の
き
ら
び
や
か
な
建
物
が
な
ら

ん
で
い
ま
す
が
、
当
時
は
う
す
汚
れ

た
会
館
に
泊
ま
り
、
古
び
た
食
堂
で

食
事
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
そ
の
と
き
私
は
、
あ
る
係
を
お
お

せ
つ
か
っ
て
お
り
ま
し

た
。
人
よ
り
早
め
に
本

堂
に
行
っ
て
、
ロ
ウ
ソ

ク
や
お
線
香
や
お
仏
飯

の
用
意
を
し
た
り
、
講

義
の
先
生
に
お
水
を
ご

用
意
し
た
り
、
人
が

去
っ
た
あ
と
の
道
場
を

片
づ
け
た
り
す
る
係
で

す
。

　
増
上
寺
は
大
本
山
の

ひ
と
つ
で
、
そ
の
住
職

は
御(

ご)

前(

ぜ
ん)

様

と
呼
ば
れ
ま
す
。
当
時

の
御
前
様
は
、
今
は
す

で
に
亡
く
な
ら
れ
た
、

藤
堂
恭
俊
先
生
と
い
う

方
で
し
た
。

　
藤
堂
先
生
は
開
講
式
や
朝
の
勤
行

な
ど
で
私
た
ち
の
前
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
、
式
の
最
中
で
も
い
つ
も
口
の

中
で
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
…
」
と
繰
り

返
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
友

人
の
中
に
は
「
ポ
ー
ズ
を
つ
け
て
い

る
だ
け
だ
よ
」
と
け
な
す
者
も
あ

り
、
ま
た
そ
ん
な
風
に
見
え
な
く
も

な
い
の
で
し
た
。

　
あ
る
朝
、
私
は
係
の
仕
事
の
た

め
、
み
ん
な
よ
り
一
足
は
や
く
本
堂

に
つ
い
て
、
裏
堂
で
ロ
ウ
ソ
ク
や
お

香
の
準
備
を
し
て
い
ま
し
た
。

　
誰
も
い
な
い
本
堂
の
裏
は
、
天
井

が
高
く
広
々
し
て
い
る
せ
い
も
あ
っ

て
、
妙
に
し
ん
と
静
ま
り
か
え
っ
て

い
ま
す
。
ロ
ウ
ソ
ク
に
火
を
つ
け
る

マ
ッ
チ
の
音
が
、
や
け
に
大
き
く
ひ

び
き
ま
す
。
お
線
香
か
ら
は
、
白
い

煙
と
香
り
が
た
だ
よ
い
ま
す
。

　
そ
の
と
き
ど
こ
か
遠
く
か
ら
、
人

の
声
が
聞
こ
え
た
よ
う
な
気
が
し
ま

し
た
。
気
の
せ
い
か
な
、
と
思
っ
て

い
る
と
、
と
び
ら
の
開
く
音
が
し
て

誰
か
が
入
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。

「
な
む
あ
み
だ
ぶ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ

…
」

　
そ
の
大
き
な
声
に
び
っ
く
り
し
た

私
は
、
火
の
つ
い
た
お
線
香
を
持
っ

た
ま
ま
、
思
わ
ず
裏
堂
か
ら
退
散
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
声
の
主
こ

そ
、
勤
行
の
た
め
に
お
出
ま
し
に

な
っ
た
藤
堂
先
生
だ
っ
た
の
で
す
。

　
先
生
は
確
か
に
ひ
と
り
で
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
の
に
、
い
つ
も
よ
り
大
き

な
声
で
お
念
仏
を
し
て
お
ら
れ
た
の

で
す
。
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、
先

生
の
お
念
仏
が
た
だ
の
ポ
ー
ズ
で
は

な
い
こ
と
の
証
拠
で
し
た
。

　
私
は
、
先
生
の
お
念
仏
が
ポ
ー
ズ

に
す
ぎ
な
い
と
思
っ
た
自
分
を
恥
じ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
法
然
上
人
の
お

し
え
を
そ
の
ま
ま
に
実
践
す
る
人
が

こ
の
現
代
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
、

生
ま
れ
て
初
め
て
知
っ
た
の
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
た
だ
こ
れ
だ
け
で
、
冒

頭
に
申
し
上
げ
た
私
自
身
の
問
題
が

解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
藤
堂
先
生
の
お
念
仏

と
の
出
会
い
は
、
私
に
と
っ
て
貴
重

な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

　
私
は
そ
の
と
き
、
少
な
く
と
も
藤

堂
先
生
の
心
の
中
で
は
、
阿
弥
陀
様

が
あ
り
あ
り
と
実
在
し
て
い
る
の
を

直
感
し
た
の
で
す
。
　
（
副
住
職
）
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お
寺
と
の
付
き
合
い
⑤

　
お
寺
と
の
付
き
合
い
で
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
が
「
法
事
」
で
す
。
今
回
は

法
事
を
実
施
す
る
と
き
に
注
意
す
べ
き

事
を
メ
モ
し
て
み
ま
し
た
。

年
回
法
要

　
主
な
法
事
は
年
回
法
要
で
す
。
亡
く

な
っ
た
翌
年
が
一
周
忌
、
そ
の
次
の
年

が
三
回
忌
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
は
七

回
忌
、
十
三
回
忌
、
十
七
回
忌
、
廿
三

回
忌
、
廿
七
回
忌
、
卅
三
回
忌
と
続
き

ま
す
。
昔
は
卅
三
回
忌
を
「
弔
い
あ

げ
」
と
呼
ん
で
最
後
の
年
回
法
要
と

し
、
こ
れ
以
降
は
先
祖
代
々
と
し
て
ご

供
養
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
昔
は
平
均
寿
命
が
短
く
親
の
卅
三
回

忌
を
営
む
の
は
難
し
か
っ
た
の
で
す

が
、
近
年
長
寿
命
化
が
進
み
親
の
五
十

回
忌
を
営
む
こ
と
も
出
来
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
年
回
法

要
も
卅
七
回
忌
、
四
十
三
回
忌
、
四
十

七
回
忌
、
五
十
回
忌
も
営
む
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
多
く
の
寺
院
で
は
年
回
の
お
知
ら
せ

を
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
善
照
寺
で

は
年
回
予
定
を
通
知
し
て
い
ま
せ
ん
。

左
記
の
年
回
表
を
見
て
確
認
し
て
下
さ

い
。

　
　
平
成
十
六
年
　
年
回
表

　
一
　
　
周
忌

平
成
十
五
　
年

　
三
　
　
回
忌

平
成
十
四
　
年

　
七
　
　
回
忌

平
成
　
十
　
年

　
十
三
　
回
忌

平
成
　
四
　
年

　
十
七
　
回
忌

昭
和
六
十
三
年

　
二
十
三
回
忌

昭
和
五
十
七
年

　
二
十
七
回
忌

昭
和
五
十
三
年

　
三
十
三
回
忌

昭
和
四
十
七
年

　
三
十
七
回
忌

昭
和
四
十
三
年

　
四
十
三
回
忌

昭
和
三
十
七
年

　
四
十
七
回
忌

昭
和
三
十
三
年

　
五
十
　
回
忌

昭
和
三
十
　
年

日
程
の
打
合
せ

　
年
回
法
要
は
命
日
を
過
ぎ
な
い
日
に

行
い
ま
す
。
お
位
牌
で
命
日
を
確
認

し
、
家
族
と
相
談
し
て
大
体
の
日
程
を

考
え
て
寺
に
来
て
下
さ
い
。
お
お
む
ね

命
日
の
前
の
日
曜
日
に
決
め
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
よ
う
で
す
。
法
事
の
予
定
が

他
の
檀
家
様
と
重
な
る
場
合
も
有
り
ま

す
の
で
早
め
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

親
族
・
知
人
へ
の
案
内

　
法
事
の
日
程
が
決
ま
っ
た
ら
、
親

族
・
知
人
や
お
世
話
に
な
っ
た
人
々
に

案
内
を
し
ま
す
。
お
呼
び
す
る
方
々
を

ど
の
範
囲
に
す
る
か
は
主
催
者
の
考
え

で
決
め
ま
し
ょ
う
。
ご
案
内
時
に
は
出

欠
と
参
加
人
数
、
塔
婆
供
養
の
有
無
を

聞
い
て
お
く
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

寺
へ
の
通
知

　
法
事
予
定
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
塔

婆
供
養
の
お
施
主
名
と
大
体
の
参
加
人

数
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
施
主
名
は
紙

に
書
い
て
下
さ
い
。
ま
た
、
読
み
方
の

難
し
い
お
名
前
に
は
「
ふ
り
が
な
」
を

つ
け
て
頂
け
る
と
有
り
難
い
で
す
。

法
事
当
日

　
法
事
の
当
日
は
開
始
時
間
の
十
五
分

前
位
に
客
殿
に
お
集
ま
り
下
さ
い
。
一

般
的
に
は
法
事
が
始
ま
る
前
に
寺
務
所

で
お
布
施
と
塔
婆
代
を
お
納
め
ら
れ
る

よ
う
で
す
。
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）

一
昨
年
の
編
集
後
記
に
は
、
新
年
の
決

意
と
し
て
、
も
っ
と
お
念
仏
と
共
に
過

ご
し
て
い
き
た
い
！
と
し
た
私
で
し

た
。
我
が
家
で
は
就
寝
前
に
家
族
で
お

念
仏
す
る
の
が
日
課
に
な
り
つ
つ
あ
り

ま
す
。
と
て
も
疲
れ
た
日
に
は
、
今
日

は
お
念
仏
は
パ
ス
し
て
寝
て
し
ま
い
た

い
と
思
う
時
も
あ
り
ま
す
が
、
も
う
す

ぐ
二
歳
に
な
る
わ
が
子
が
小
さ
な
手
を

合
わ
せ
て
、
副
住
職
と
一
緒
に
片
言
で

「
ナ
ン
マ
ン
マ
ン
…
」
と
お
念
仏
を
唱

え
始
め
る
と
、
と
て
も
う
れ
し
く
楽
し

く
な
っ
て
き
て
、
一
緒
に
お
念
仏
を
お

唱
え
し
た
く
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

状
況
が
手
伝
っ
て
、
昨
年
は
お
念
仏
を

お
唱
え
す
る
の
が
楽
し
い
ひ
と
時
と
な

り
、
よ
い
お
念
仏
が
お
唱
え
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
法
然
上
人

の
一
日
七
万
回
の
お
念
仏
に
は
程
遠
い

で
す
が
、
本
年
も
引
き
続
き
よ
い
お
念

仏
と
共
に
す
ご
し
て
い
き
た
い
も
の
で

す
。
皆
様
、
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

　
　
　     

（
副
住
職
室
　
久
美
英
）


