
平
成
七
年
度
法
事
年
回
表

　
　
　
一
周
忌 

　 

平
成
六
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

　
　
　
三
回
忌
　
　
平
成
五
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

　
　
　
七
回
忌 

平
成
元
年
、
昭
和
六
十
四
年

　
　 

十
三
回
忌
　
　
　 

昭
和
五
十
八
年

　
　
十
七
回
忌
　
　
　
昭
和
五
十
四
年

　
二
十
五
回
忌
　
　
　
昭
和
四
十
六
年

　
三
十
三
回
忌
　
　
　
昭
和
三
十
八
年

　
　
五
十
回
忌
　
　
　
昭
和
二
十
一
年

　
　
念
仏
講

　
法
然
上
人
の
御
命
日
に
寺
の
本
堂
に
て
お
経
を
あ
げ
念
仏
を
唱
え
て

上
人
を
忍
ぶ
と
と
も
に
、
お
念
仏
に
精
進
さ
せ
て
い
た
だ
く
講
中
で
、

浄
土
宗
の
寺
院
で
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。毎
月
二
十
五
日
午

前
十
一
時
よ
り

（
変
更
の
場
合
あ
り
）

　
　
十
四
日
会

　
毎
月
十
四
日
（
八
月
は
お
休
み
）
午
後
七
時
よ
り

本
堂
に
て
お
経
の
練
習
と
お
念
仏
の
会
で
す
。

　
十
四
日
会
は
浄
土
宗
開
宗
の
日
（
三
月
十
四
日
）
と
善
導
大
師
の
御

命
日
（
三
月
十
四
日
）
に
ち
な
ん
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。
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法
然
上
人
の
こ
と
ば

第
五
（
選
択
本
願
）

�

本
願
と
い
う
は
阿
弥
陀
仏
の
未

だ
仏
に
な
ら
せ
給
は
ざ
り
し
昔
、

法
蔵
菩
薩
と
申
し
し
い
に
し
え
、

仏
の
国
土
を
き
よ
め
、
衆
生
を
成

就
せ
ん
が
た
め
に
、」
世
自
在
王

如
来
と
申
す
仏
の
御
前
に
し
て
、

四
十
八
願
を
、
お
こ
し
給
い
し
其

の
中
に
、
一
切
衆
生
の
往
生
の
た

め
に
、
一
つ
の
願
を
お
こ
し
給
え

り
。
こ
れ
を
念
仏
往
生
の
本
願
と

申
す
也
。」
即
ち
無
量
寿
経
の
上

巻
に
い
わ
く
、
も
し
わ
れ
仏
を
得

た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
至
心

に
信
楽
（
し
ん
ぎ
ょ
う
）
し
て
、

我
が
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
し
て
、
乃

至
十
念
せ
ん
に
、
も
し
生
ぜ
ず

ば
、
正
覚
（
し
ょ
う
が
く
）
を
取

ら
じ
と
。」
善
導
和
尚
、
こ
の
文

を
釈
し
て
、
の
た
ま
わ
く
、
若
し

我
成
仏
せ
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、

我
が
名
号
を
称
す
る
こ
と
、
下
十

声
に
至
る
ま
で
、
若
し
生
ぜ
ず

ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。」
彼
の
仏
、

今
現
に
世
に
ま
し
ま
し
て
成
仏
し

給
え
り
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
本

誓
の
重
願
む
な
し
か
ら
ざ
る
こ
と

を
。
衆
生
称
念
す
れ
ば
、
必
ず
往

生
を
得
と
。」
念
仏
と
い
う
は
、

仏
の
法
身
を
憶
念
す
る
に
も
あ
ら

ず
、
仏
の
相
好
を
観
念
す
る
に
も

あ
ら
ず
、
た
だ
心
を
い
た
し
て
、

専
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
念

す
る
、
こ
れ
を
念
仏
と
は
申
す
な

り
。
ゆ
え
に
称
我
名
号
と
い
う
な

り
。」
念
仏
の
外
の
一
切
の
行
は
、

こ
れ
弥
陀
の
本
願
に
、
あ
ら
ざ
る

が
ゆ
え
に
、
た
と
ひ
目
出
度
き
行

な
り
と
い
え
ど
も
、
念
仏
に
は
、

お
よ
ば
ざ
る
な
り
。」
大
方
、
其

の
国
に
生
ま
れ
ん
と
、
お
も
わ
ん

も
の
は
そ
の
仏
の
誓
い
に
随
う
べ

き
な
り
。
さ
れ
ば
、
弥
陀
の
浄
土

に
、
生
ま
れ
ん
と
、
思
わ
ん
も
の

は
、
弥
陀
の
誓
願
に
従
う
べ
き
な

り
。」
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日
本
語
の
中
の
仏
教    

往
生
（
お
う
じ
ょ
う
）

「
登
校
の
途
中
、
踏
切
事
故
で
、
電
車
が
遅
れ
、
往
生
し
た
よ
」

「
高
速
道
路
は
工
事
中
で
、
沢
山
の
車
が
立
ち
往
生
し
て
い
ま
す
」

な
ど
は
日
常
よ
く
耳
に
す
る
会
話
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、「
往
生
」
は

「
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
困
っ
て
ほ
と
ほ
と
閉
口
し
た
」
と
い
う
意
味

で
す
。

　
し
か
し
、
元
の
意
味
は
全
く
異
な
り
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
「
往
き

生
ま
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
ど
こ
へ
往
き
生
ま
れ
る
の
か
と
、
と
い
う

と
、
仏
さ
ま
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
仏
国
（
浄
土
）
を
志
す
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
仏
教
を
信
仰
す
る
人
が
、
死
ん
で
生
ま
れ
変
わ
る
世
界
へ
の
旅

立
ち
を
い
う
わ
け
で
あ
る
。
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
で
い
え
ば
、
阿
弥
陀

仏
の
本
願
を
信
じ
て
、彼
の
仏
の
国
土
で
あ
る
西
方
浄
土
へ
往
き
生
ま

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
人
が
死
ん
だ
時
、「
立
派
に
往
生
の
素
懐
を
と
げ
ら
れ
た
」
と
い
う

よ
う
な
使
い
方
が
正
し
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

あ
な
た
に
贈
る
ラ
ジ
オ
放
送
番
組

浄
土
宗
の
時
間

　
九
州
毎
日
放
送
　
　
日
曜
日
　
午
前
六
時
三
十
分
よ
り

　
文
化
放
送
　
　
　
　
日
曜
日
　
午
前
五
時
三
十
五
分
よ
り

　
中
部
日
本
放
送
　
　
日
曜
日
　
午
前
六
時
五
分
よ
り

　
毎
日
放
送
　
　
　
　
日
曜
日
　
午
前
五
時
三
十
五
分
よ
り

　
東
北
放
送
　
　
　
　
土
曜
日
　
午
前
五
時
三
十
分
よ
り



家
族
み
ん
な
で
お
念
仏
　
　
　
　
　
井
上
　
重
徳

私
共
親
子
は
四
人
家
族
（
長
男
、
長
女
）
で
、
平
凡
で
す
が
毎
日
を

元
気
で
暮
ら
し
て
お
り
ま
し
た
。

平
成
四
年
十
月
の
末
、
突
然
息
子
が
難
病
に
罹
り
、
平
成
五
年
九
月

に
三
十
九
才
の
若
さ
で
生
涯
を
閉
じ
、浄
土
の
国
に
旅
立
っ
て
行
き
ま

し
た
。

私
も
妻
も
覚
悟
は
致
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
一
人
息
子
を
亡
く
し
た

今
、生
き
て
ゆ
く
気
力
も
な
く
な
り
精
神
的
に
落
ち
込
ん
で
お
り
ま
し

た
。四十

九
日
の
法
要
の
日
に
、
副
住
職
様
よ
り
十
四
日
会
の
集
ま
り
の

事
を
お
聞
き
し
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

毎
月
本
堂
に
て
皆
様
方
と
ご
一
緒
に
お
経
と
、
お
念
仏
を
唱
え
て
い

ま
す
。
早
い
も
の
で
九
月
で
満
二
年
に
な
る
と
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　
こ
の
頃
で
は
お
念
仏
の
お
か
げ
で
心
の
乱
れ
も
な
く
な
り
不
思
議

と
雑
念
も
消
え
清
々
し
い
気
分
に
な
り
息
子
の
供
養
と
家
族
の
日
々
の

健
康
を
感
謝
し
、
お
参
り
致
し
て
お
り
ま
す
。

十
四
日
会
は
副
住
職
様
の
ご
法
話
、
写
経
、
お
経
の
解
釈
、
百
万
遍

等
、
ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

今
後
も
家
族
み
ん
な
で
信
心
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

法
然
上
人
（
一
枚
起
請
文
よ
り
）

「
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
る
念
仏
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
。念
仏
を
信
じ
よ
う
と
す
る
人
は
ど
ん
な
に
知
識
や

学
問
が
あ
っ
て
も
、
愚
に
か
え
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
愚
に
か
え
っ
て
ひ
た

す
ら
に
念
仏
す
る
が
よ
い
」　
　
　
　
　
　
合
　
掌

有
難
い
お
念
仏
と
私
　
　
　
　
　
国
崎
　
静
美

今
思
い
返
せ
ば
、
平
成
五
年
七
月
二
十
日
に
主
人
は
脳
梗
塞
の
た
め

入
退
院
の
末
に
他
界
致
し
ま
し
た
。

其
の
後
副
住
職
様
よ
り
今
度
法
然
上
人
様
の
集
い
を
行
い
た
い
の
で

こ
ら
れ
ま
せ
ん
か
と
お
誘
い
の
お
言
葉
を
か
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。そ

し
て
十
四
日
会
と
き
ま
り
ま
し
た
。　
何
だ
か
自
信
が
な
く
て
迷
っ
て

居
り
ま
し
た
其
の
時
二
人
の
娘
達
が
こ
ん
な
大
切
な
有
難
い
お
言
葉
を

戴
き
、
此
れ
が
貴
女
の
努
め
で
せ
う
が
と
、
勧
め
ら
れ
て
不
安
乍
ら
無

量
寺
に
お
参
り
に
行
く
事
に
成
り
ま
し
た
と
こ
ろ
が
、今
ま
で
仏
教
の

事
等
何
一
つ
存
じ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
副
住
職
様
の
暖
か
い
心
の
こ

も
っ
た
御
法
話
を
教
え
て
戴
き
、
又
お
念
仏
講
に
も
お
導
き
下
さ
り
、

良
き
皆
々
様
方
と
も
巡
り
あ
ふ
事
が
出
来
、自
分
の
心
の
曇
り
に
気
付

か
せ
て
戴
き
感
謝
の
心
に
悟
ら
せ
て
戴
く
事
が
出
来
ま
し
た
。

こ
れ
も
偏
に
お
住
職
様
と
副
住
職
様
の
お
陰
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
は

朝
夕
の
礼
拝
に
仏
前
に
向
か
い
阿
弥
陀
如
来
様
、
善
導
大
師
様
、
法
然

上
人
様
、御
先
祖
様
に
毎
日
新
し
い
命
を
さ
づ
け
て
下
さ
い
ま
し
て
こ

の
上
も
な
い
有
難
い
幸
福
で
ご
ざ
い
ま
す
。

又
不
思
議
と
心
が
清
ま
り
亡
き
主
人
と
の
語
ら
ひ
す
ら
出
来
る
様
な

毎
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。
心
よ
り
感
謝
申
上
げ
ま
す
。

今
後
も
浄
土
宗
の
お
つ
と
め
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
を
自
分
の
心

に
素
直
と
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
ひ
た
す
ら
終
着
迄
祈
り
に
止
み
ま

せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

お
焼
香
の
意
味
と
作
法
は
？

　
焼
香
の
意
味
は
亡
く
な
ら
れ
た
方
や
、
諸
仏
、
諸
菩
薩
は
「
香
食
身
」

と
も
い
っ
て
、
お
香
は
な
に
よ
り
も
ご
ち
そ
う
で
あ
り
、
お
供
物
な
の

で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
香
り
は
、
供
え
る
人
の
身
と
心
を
清
浄
に
し
、

心
身
の
す
み
ず
み
に
ま
で
行
き
渡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、す
べ
て

の
人
々
に
差
別
な
く
行
き
渡
る
「
仏
の
慈
悲
」
を
た
た
え
る
た
め
の
も

の
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
お
焼
香
は
、
私
達
の
真
心
を
捧

げ
る
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
。

　
さ
て
、
そ
の
作
法
で
す
が
、
抹
香
の
場
合
の
焼
香
作
法
を
取
り
上
げ

て
み
ま
し
ょ
う
。

　
お
導
師
か
ら
焼
香
の
案
内
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

　
①
導
師
に
合
掌
一
礼
し
て
、
焼
香
台
の
前
に
進
み
ま
す
。

　
②
焼
香
台
の
前
で
、
ご
本
尊
あ
る
い
は
遺
影
を
あ
お
ぎ
、
合
掌
し
一

礼
し
ま
す
。

　
③
合
掌
の
と
き
、
数
珠
を
左
手
首
に
か
け
て
、
右
手
の
親
指
、
人
差

し
指
、
中
指
の
三
本
で
軽
く
香
を
つ
ま
み
ま
す
。

　
④
つ
ま
ん
だ
香
を
上
に
向
け
な
が
ら
左
手
の
掌
で
う
け
る
よ
う
に
し

て
額
の
あ
た
り
に
さ
さ
げ
ま
す
。

　
⑤
香
を
た
き
ま
す
。

　
⑥
今
一
度
、
ご
本
尊
、
遺
影
を
あ
お
ぎ
、
合
掌
礼
拝
し
、
二
、
三
歩

さ
が
り
導
師
に
、
葬
儀
の
と
き
は
喪
主
に
も
一
礼
し
て
退
出
し
ま
す
。

　
以
上
が
基
本
的
な
作
法
で
す
が
、
真
心
を
こ
め
て
、
丁
重
か
つ
敬
虔

な
態
度
で
行
う
こ
と
で
す
。

　
さ
て
、
も
う
一
つ
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
⑤
の
香
を
た
く
回
数

で
す
。
一
回
、
二
回
、
三
回
、
い
ず
れ
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
普
通
は

一
回
に
真
心
を
こ
め
て
焼
香
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
で
す
。

　
※
焼
香
の
回
数
の
い
わ
れ

一
回
は
一
心
不
乱
、
二
回
は
戒
香
（
教
え
の
香
）
と
定
香
（
静
け
さ
の

香
）
を
た
い
て
智
慧
の
火
で
供
養
す
る
と
の
意
、
三
回
は
貪
（
む
さ
ぼ

り
）、
瞋
（
い
か
り
）、
癡
（
お
ろ
か
さ
）
の
三
毒
煩
悩
を
焼
き
尽
く
し

清
浄
を
た
も
つ
こ
と
、
ま
た
は
仏
、
法
、
僧
の
三
宝
に
供
養
す
る
意
味

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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