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今
年
、
年
忌
の
ご
法
事
が
あ
た
っ
て
い
る
方

は
４
Ｐ
の
通
り
で
す
。
ご
法
事
を
営
ま
れ
る
際

は
、
お
早
め
に
開
催
日
時
を
ご
相
談
下
さ
い
。

　
さ
て
今
で
も
ス
リ
ラ
ン
カ
や
タ
イ
な
ど
南
方

の
仏
教
で
は
人
は
死
後
四
十
九
日
経
つ
と
何
か

に
生
ま
れ
変
わ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

元
々
イ
ン
ド
で
は
四
十
九
日
忌
後
の
年
忌
法
要

は
営
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
仏
教
は
中
国
で
儒
教
の
影
響
を
受
け

ま
し
た
。
儒
教
で
は
親
が
亡
く
な
る
と
二
年
間

は
喪
に
服
す
の
が
孝
行
だ
と
説
き
ま
す
。
ま
た

閻
魔
大
王
は
死
後
三
十
五
日
目
の
裁
判
官
で
す

が
、
仏
教
以
前
に
中
国
で
は
死
者
は
生
前
の
行

い
を
十
人
の
冥
王
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
遺
族
が
そ
の
裁
判

の
時
に
、死
者
に
代
わ
っ
て
善
根
功
徳
を
積
め
ば
、

死
者
の
罪
業
が
消
滅
す
る
と
考
え
、
初
七
日
か

ら
四
十
九
日
ま
で
の
七
回
の
法
要
に
加
え
、
百

ヶ
日
忌
、
一
周
忌
、
三
回
忌
が
営
ま
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
十
仏
事
と
言
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
日
本
で
は
土
着
の
祖
霊
信
仰
の
影
響

も
受
け
て
、
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け

て
十
三
回
忌
、
三
十
三
回
忌
、
七
回
忌
の
順
で

営
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
十
三

仏
事
と
言
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
十
七
回

忌
や
二
十
五
回
忌
が
加
わ
っ
た
様
で
す
。

　
七
回
忌
以
降
の
法
要
を
誰
が
定
め
た
の
か
は

不
明
で
す
が
、
十
三
仏
事
に
は
そ
れ
ぞ
れ
本
地

仏
と
い
う
仏
様
が
定
め
ら
れ
て
い
て
、
や
は
り

そ
こ
に
は
意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
例
え
ば
七
回
忌
の
本
地
仏
は
阿
閦
仏
で
す
が
、

三
回
忌
ま
で
に
生
前
の
罪
業
も
尽
き
た
の
で
、

直
接
仏
法
に
導
く
の
が
東
方
を
司
る
阿
閦
仏
で
、

東
方
に
は
初
発
心
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
心
を
新
た
に
リ
セ
ッ
ト
す
る
訳
で
す

が
、
今
日
的
に
考
え
て
も
、
生
前
、
故
人
と
何

ら
か
の
わ
だ
か
ま
り
が
あ
っ
た
場
合
、
な
か
な

か
素
直
に
は
な
れ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
六
年
程
経
て
ば
、
冷
静
に
故
人
や
自
分
を

見
直
せ
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
七
回
忌
は
新
た
な
気
持
ち
で
故
人
と
の
繋
が

り
を
見
つ
め
る
契
機
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。

　
十
三
回
忌
は
大
日
如
来
が
本
地
仏
で
す
が
、

大
日
如
来
は
円
満
に
衆
生
を
利
益
す
る
仏
で
す
。

没
後
十
二
年
も
経
つ
と
遺
族
の
気
持
ち
も
落
ち

着
き
、
悲
し
み
よ
り
も
故
人
に
対
す
る
感
謝
の

念
が
増
し
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
十
三
回
忌
は
故
人
が
亡
く
な
っ
た
年
と

同
じ
干
支
が
回
っ
て
き
ま
す
。
占
星
術
が
盛
ん

だ
っ
た
中
世
で
は
、
重
要
な
節
目
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
七
回
忌
は

亡
く
な
っ
た
年
と
星
座
の
配
置
が
真
逆
に
な
り

ま
す
し
、
同
様
の
理
由
で
私
は
二
十
五
回
忌
も

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
三
十
三
回
忌
は
虚
空
蔵
菩
薩
が
本
地

仏
で
す
が
、
虚
空
蔵
と
は
「
何
も
無
い
処
か
ら

全
て
が
出
て
く
る
蔵
」
と
い
う
意
味
で
、
故
人

が
一
切
空
の
世
界
、
般
若
の
世
界
に
帰
る
意
味

に
受
け
と
め
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
三
十
三
回
忌

が
年
忌
法
要
の
最
期
、
弔
い
上
げ
な
の
で
す
。

　
平
成
の
初
め
頃
、
五
十
回
忌
が
盛
ん
に
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
戦
災
で
亡
く
な
っ
た
方

が
多
か
っ
た
の
と
、
平
均
寿
命
が
延
び
た
こ
と

が
原
因
で
す
。
か
つ
て
五
十
回
忌
以
降
は
遠
忌

と
い
っ
て
特
別
な
方
し
か
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
ち
な
み
に
何
故
最
期
の
年
忌
法
要
を
三
十

三
年
目
に
行
う
の
か
そ
の
根
拠
は
不
明
で
す
が
、

「 

心
平
ら
か
に
し
て
寿
自
ず
か
ら
長
し
」

　
心
が
平
穏
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
長
生
き
も
素
直

に
喜
べ
る
も
の
で
す
。
豊
か
で
あ
り
な
が
ら
、
様
々

な
問
題
を
抱
え
る
日
本
に
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

何
ご
と
も
量
で
は
な
く
て
質
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
し
か
し
人
生
の
質
を
高
め
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、

財
産
で
も
家
族
で
も
な
く
、
自
ら
が
足
る
を
知
る
心

で
は
な
い
か
と
、
昨
年
末
、
管
長
退
任
を
表
明
さ
れ

た
香
南
軒
の
お
心
を
慮
る
と
思
う
の
で
す
。

    

こ
う
な
ん
け
ん
　
　
な
か
む
ら 

ぶ
ん
ぽ
う

観
音
信
仰
や
西
国
巡
礼
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
が

影
響
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
年
忌
法
要
は
単
に
三
と
七

の
つ
く
年
回
り
に
行
う
と
い
う
訳
で
は
な
く
そ

れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
段
々

と
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
十
七
回
忌
や
二
十
三

回
忌
、
二
十
七
回
忌
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
意
味
が
判
ら
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
さ
ら
に
昨
今
は
故
郷
を
離
れ
て
暮
ら
す
人
も

増
え
、
そ
れ
に
伴
い
親
戚
づ
き
あ
い
も
疎
遠
と

な
っ
て
、
ご
法
事
そ
の
も
の
を
行
わ
れ
な
い
ご

家
庭
も
増
え
て
き
ま
し
た
が
、
故
人
の
冥
福
の

み
な
ら
ず
、
私
達
生
き
る
者
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア

と
し
て
も
先
祖
供
養
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　
特
に
私
は
十
三
仏
事
に
二
十
五
回
忌
を
加
え

た
赤
字
の
ご
法
事
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
「
令
和
二
年
度　
年
忌
表
」

　

南
禅
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派
管
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南
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