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奉
賛
会
員
の
募
集

　

妙
見
大
菩
薩
と
の
ご

縁
を
結
ん
で
戴
い
た
奉

賛
会
員
に
は
行
事
の
ご

案
内
、
専
用
車
両
に
て

の
送
迎
、
無
料
駐
車
券

提
供
等
の
便
宜
を
図
っ

て
お
り
ま
す
。
是
非
入

会
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

詳
細
は
寺
務
所
へ
お
問

合
せ
下
さ
い
。

五
山
の
送
り
火箕

浦 

渓
介

　

毎
年
８
月
16
日
の
夜
、
京
都

で
は
大
文
字
五
山
の
送
り
火
と

い
う
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
京

都
の
夏
を
彩
る
風
物
詩
で
、
コ

ロ
ナ
禍
で
２
年
規
模
を
縮
小
し

て
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
去
年
本

来
の
か
た
ち
の
全
面
点
火
で
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

五
山
で
す
か
ら
五
つ
で
す
。
東

山
の
「
大
」
の
文
字
に
続
き
北
の

山
に
「
妙
法
」
の
文
字
が
浮
か
び

ま
す
。
妙
な
る
法
と
い
う
こ
と

で
仏
法
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て

西
の
山
に
移
り
「
舟
形
」
と
い
っ

て
船
の
形
を
し
た
絵
の
す
が
た

が
浮
か
び
ま
す
。
次
に
「
左
大

文
字
」
最
後
に
「
鳥
居
形
」
で
す
。

　

こ
れ
は
い
つ
の
時
代
か
ら
始

ま
り
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の

か
な
ど
今
は
ネ
ッ
ト
で
す
ぐ
検

索
で
き
ま
す
が
、
一
つ
の
物
語

を
思
い
浮
か
べ
て
み
ま
し
た
。

　

お
盆
に
は
ご
先
祖
が
こ
の
世

に
か
え
っ
て
き
て
、
お
盆
の
期

間
を
終
え
て
ま
た
あ
の
世
に
か

え
っ
て
い
く
と
言
い
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
ご
先
祖
皆
さ
ん
が

大
き
な
船
に
乗
っ
て
か
え
っ
て

い
き
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
も
と
の

世
界
に
か
え
る
よ
う
す
を
こ
の

目
で
見
え
る
形
で
文
字
に
絵
に

し
て
み
ん
な
で
見
送
る
風
習
な

の
で
し
ょ
う
。

　

鳥
居
は
神
社
で
私
た
ち
が
住

む
こ
の
世
と
あ
の
世
を
区
別
す

る
結
界
で
す
。
神
の
国
日
本
に

伝
来
し
た
仏
教
が
発
展
す
る
な

か
で
神
仏
習
合
と
い
う
独
特
な

宗
教
の
形
態
が
生
ま
れ
ま
す
。

そ
の
神
仏
習
合
の
名
残
り
か
、

こ
の
世
と
あ
の
世
を
結
ぶ
門
か

ら
ご
先
祖
を
見
送
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
妙
法

で
す
。
ご
先
祖
が
こ
の
世
に
か

え
っ
て
く
る
と
い
う
の
も
あ
の

世
に
か
え
っ
て
い
く
と
い
う
の

も
妙
法
と
い
う
仏
さ
ま
の
教
え

の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
ご
先
祖
と
そ
れ
を
見
送

る
今
を
生
き
て
い
る
私
た
ち
が

妙
法
の
中
に
つ
な
が
っ
て
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

お
盆
と
い
う
ご
縁
で
故
人
の

こ
と
を
思
う
の
で
す
。
い
つ
で

も
思
う
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、

私
た
ち
は
い
つ
も
は
自
分
の
こ

と
で
精
い
っ
ぱ
い
、
生
き
る
こ

と
で
精
い
っ
ぱ
い
で
い
つ
も
そ

の
方
の
こ
と
を
思
っ
て
生
き
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
こ

の
お
盆
の
ご
縁
、
お
彼
岸
で
も

故
人
の
命
日
で
も
そ
う
で
す
が
、

そ
の
方
の
こ
と
を
思
う
の
で
す
。

思
う
中
に
実
は
仏
さ
ま
か
ら
思

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ

て
い
た
だ
け
る
の
で
す
。

『
五
百
弟
子
受
記
品
第
八
』

頭ず

面め
ん

に

　

 
足み

あ
し

を
礼ら

い

し
て

尊そ
ん

顔げ
ん

を
瞻せ

ん

仰ご
う

し
て

　

目め

暫し
ば
ら

く
も
捨す

て
ず

仰あ
お
げ
ば
尊
と
う
とし
我わ

が
師し

の
恩お
ん

　

私
わ
た
しに
と
っ
て
は
懐な
つ
か
し
い

　
　
　
　
　
　

今い
ま
は
昔
む
か
しの
唱し
ょ
う
か歌
で
す

だ
け
ど
近ち
か
ご
ろ頃
子こ
ど
も供
ら
に

　
　

そ
ん
な
気き
も持
ち
は
失う

せ
ま
し
た

　
　
　
　

礼れ
い
せ
つ節
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん

だ
け
ど
求も
と
め
て
い
る
の
で
す

　
　

尊そ
ん
け
い敬
で
き
る
大お
と
な人
を
ば

そ
う
い
う
人ひ
と
に
出で
あ会
っ
た
ら

　
　

そ
れ
こ
そ
師し

だ
と
感か
ん
げ
き激
し

き
っ
と
見み

つ
め
て
く
れ
る
で
し
ょ
う

　

本
来
は
仏
教
語
で
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

友
人
を
意
味
す
る
ミ
ト

ラ
の
漢
訳
語
で
あ
る
。

漢
語
の｢

知
識｣

に
は

友
人･

知
人
と
い
う
意

味
が
あ
っ
た
の
で
ミ
ト
ラ
の
訳

語
と
し
た
の
だ
が
、
元
々｢

知
識

｣

に
は｢

知
る｣

と
い
う
意
味
が

あ
っ
た
の
で
、
今
我
々
が
使
う｢

知
っ
て
い
る
内
容｣

と
い
う
意
味

に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

お
経
を
読
む
と｢

善
知
識｣

と

い
う
言
葉
を
眼
に
す
る
。
一
言

で
い
え
ば
善
き
友
人
の
意
で
あ

る
が
、
正
し
く
教
え
導
い
て
く

れ
る
人
、
高
い
徳
行
を
備
え
た

指
導
者
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

釈
尊
を
害
そ
う
と
し
た
提
婆

達
多
と
い
う
極
悪
人
を
釈
尊
は

善
知
識
と
呼
ん
で
い
る
が
、
彼

が
い
た
か
ら
こ
そ
釈
尊
は
成
道

し
仏
に
な
れ
た
の
だ
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。

　

厭
な
ヤ
ツ
だ
と
思
う
人
物
も
、

実
は
自
分
に
と
っ
て
善
知
識
な

の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
だ
と

思
え
ば
親
し
み
も
湧
く
の
で
は
。

知
識
（
ち
し
き
）


