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平
成
十
五
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

初
念
仏
会

初
念
仏
会

初
念
仏
会

初
念
仏
会
　
一
月
十
七
日
（
金
）

　
　
　
一
時
　
法
話
　
二
時
　
法
要

お
彼
岸
春
（
三
月
十
八
〜
廿
四
日
）

お
盆
　
東
京
（
七
月
十
三
〜
五
日
）

　
　
　
地
元
（
八
月
十
三
〜
五
日
）

施
餓
鬼
会

施
餓
鬼
会

施
餓
鬼
会

施
餓
鬼
会

施
餓
鬼
会
　
八
月
十
七
日
（
日
）

　
　
　
一
時
　
法
話
　
二
時
　
法
要

お
彼
岸
秋
（
九
月
二
十
〜
廿
六
日
）

お
十
夜
会

お
十
夜
会

お
十
夜
会

お
十
夜
会

お
十
夜
会
　
十
一
月
十
七
日
（
月
）

　
　
　
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

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

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
。

　
昨
年
か
ら
発
行
し
始
め
た
寺
報

も
、
丸
一
年
経
っ
て
五
号
に
な
り
ま

し
た
。
正
月
に
な
る
と
否
が
応
で
も

病
気
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
正

月
四
日
か
ら
の
年
始
回
り
の
途
中
で

胸
痛
に
襲
わ
れ
入
院
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
こ
と
で
す
。
こ
の
た
め
に
昨
年

か
ら
は
年
始
回
り
を
省
か
せ
て
い
た

だ
き
、
そ
の
替
わ
り
に
寺
報
を
発
行

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
、
寺
報
を
書
き
な
が
ら
何
か
申

し
訳
な
い
気
持
ち
で
一
杯
で
す
。
そ

れ
は
、
暮
れ
の
寒
い
時
期
に
冷
た
い

水
で
墓
を
掃
除
し
花
を
供
え
、
先
に

な
く
な
っ
た
方
々
と
共
々
に
お
正
月

を
迎
え
る
準
備
を
し
て
い
る
皆
様
の

姿
を
見
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
せ
め
て
新
年
に
な
っ
た
ら
皆
様

の
家
を
一
軒
一
軒
回
っ
て
ご
挨
拶
を

す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
つ
い
最
近
ま

で
は
出
来
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ

も
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
な

お
住
職
を
引
き
立
て
て
く
れ
る
皆
様

方
に
感
謝
す
る
次
第
で
す
。
仏
様
の

ご
加
護
と
、
そ
の
よ
う
な
皆
様
の
お

陰
を
も
っ
て
曲
が
り
な
り
に
も
一
年

を
過
ご
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ま

た
、
回
遊
展
の
よ
う
な
市
川
市
の
行

事
に
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
地
域

の
皆
様
と
も
お
近
づ
き
に
な
る
機
会

が
出
来
ま
し
た
こ
と
は
、
大
変
喜
ば

し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
本
年
三
月
十
五
日
に
は
、
増
上
寺

成
田
大
僧
正
台
下
が
参
加
さ
れ
る
檀

信
徒
大
会
が
幕
張
で
開
催
さ
れ
ま

す
。
善
照
寺
か
ら
も
十
数
名
の
参
加

が
要
請
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
然
上
人

の
八
百
年
大
遠
忌
に
向
け
て
、
こ
れ

か
ら
は
善
照
寺
内
の
行
事
ば
か
り
で

な
く
浄
土
宗
の
開
催
す
る
行
事
へ
の

参
加
要
請
も
多
く
な
っ
て
い
く
と
思

わ
れ
ま
す
。
今
後
と
も
相
変
わ
ら
ず

の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
今
年
一

年
が
、
阿
弥
陀
様
の
光
に
照
ら
さ
れ

た
明
る
い
一
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
祈

念
い
た
し
ま
す
。

合
掌
、
南
無
阿
弥
陀
仏
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住
　
職
　
法
　
話

　
　
世
界
に
共
生
を

　　
皆
様
に
お
配
り
し
て
い
る
浄
土
宗

月
訓
カ
レ
ン
ダ
ー
の
一
月
を
開
け
て

い
た
だ
き
ま
す
と
「
世
界
に
共
生

を
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
浄
土
宗

で
は
二
十
一
世
紀
が
始
ま
る
に
当

た
っ
て
、
劈
頭
宣
言
と
い
う
四
つ
の

標
語
を
掲
げ
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
に

「
世
界
に
共
生
を
」
が
あ
り
ま
す
。

　
・
愚
者
の
自
覚
を

　
・
家
庭
に
み
仏
の
光
を

　
・
社
会
に
慈
し
み
を

　
・
世
界
に
共
生
を

　
私
た
ち
は
、
自
分
だ
け
は
違
う
と

強
が
っ
て
み
て
も
、
よ
く
考
え
て
み

ま
す
と
愚
か
な
者
で
す
。
お
酒
も
た

ば
こ
も
体
に
良
く
な
い
と
は
分
か
っ

て
い
て
も
止
め
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
一

時
の
享
楽
の
た
め
に
高
利
の
金
を
借

り
土
地
も
家
も
失
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
し
て
、
他
人
や
社
会
が
悪
い

と
い
っ
て
自
ら
反
省
す
る
事
を
し
ま

せ
ん
。
私
た
ち
は
仏
様
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
、
愚
か
な
こ
と
を
し
で
か

す
の
を
や
め
る
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
愚
か
な
こ

と
を
し
で
か
し
て
し
ま
う
愚
者
で
あ

る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
は

出
来
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
「
愚
者

の
自
覚
を
」
で
す
。

　
私
た
ち
の
生
活
は
仏
様
に
よ
っ
て

導
か
れ
た
明
る
い
生
活
で
あ
る
は
ず

で
す
。
光
は
全
て
の
人
々
に
分
け
隔

て
無
く
降
り
注
い
で
い
る
の
で
す

が
、
愚
か
さ
に
曇
っ
た
目
で
は
光
を

感
じ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
仏
様

は
い
つ
で
も
私
た
ち
に
救
い
の
手
を

差
し
の
べ
て
い
る
の
で
す
が
、
愚
か

さ
に
曇
っ
た
目
に
は
そ
の
手
を
見
る

こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
自
ら
の
愚
か

さ
を
自
覚
し
、
愚
か
さ
に
よ
る
目
の

曇
り
を
取
り
除
き
、
仏
様
の
光
を
感

じ
る
こ
と
の
出
来
る
生
活
。
こ
れ
が

「
家
庭
に
み
仏
の
光
を
」
で
す
。

　
人
間
は
一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま

せ
ん
。
多
く
の
人
々
が
支
え
合
い
な

が
ら
毎
日
を
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
私
た
ち
は
こ
の
支
え
合
い
を

忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
自
分
自
身
が

受
け
て
い
る
恩
恵
を
当
た
り
前
の
こ

と
と
し
、
他
の
人
々
へ
の
恩
恵
と
な

る
こ
と
を
出
し
惜
し
み
し
ま
す
。
仏

様
、
菩
薩
様
は
自
分
自
身
を
犠
牲
に

し
て
ま
で
、
他
の
人
々
を
救
済
す
る

こ
と
を
誓
い
と
し
て
い
ま
す
。
私
た

ち
は
愚
か
な
人
間
で
す
か
ら
、
同
じ

よ
う
な
こ
と
は
到
底
出
来
ま
せ
ん

が
、
他
人
の
身
に
な
っ
て
考
え
行
動

す
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
こ
れ

が
「
社
会
に
慈
し
み
を
」
で
す
。

　
法
然
上
人
が
尊
敬
し
て
い
た
中
国

浄
土
教
の
祖
で
あ
る
善
導
大
師
は
偉

大
な
詩
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
阿
弥

陀
様
や
極
楽
浄
土
を
賛
美
す
る
詩
を

お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち

も
「
礼
讃
」
と
し
て
節
を
つ
け
て
歌

う
よ
う
に
お
唱
え
し
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
締
め
括
り
は
必
ず
次
の
詩

句
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
願
共共共共共
諸
衆
生
　
往
生生生生生
安
楽
国

（
願
わ
く
は
皆
共共共共共
々
に
、
極
楽
浄
土

に
往
生生生生生
出
来
ま
す
よ
う
に
）

　
本
来
、
共
生
（
と
も
い
き
）
と
は

皆
で
共
々
に
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と

で
す
。
現
在
で
は
自
然
環
境
保
護
の

分
野
で
共
生
（
き
ょ
う
せ
い
）
と
い

う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
そ
の
方
が

主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
人
と
自

然
の
共
生
」
の
よ
う
に
使
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
共
棲
と
も
書
か
れ
ヤ
ド

カ
リ
と
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
の
よ
う
に

一
つ
の
場
所
で
共
に
生
き
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
浄
土
宗
の
共
生
と
は

異
な
る
使
い
方
で
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
世
の
中
で
は
人
種

差
別
、
宗
教
差
別
な
ど
の
種
々
の
差

別
が
横
行
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら

人
々
が
一
つ
の
場
所
で
共
に
仲
良
く

棲
み
分
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま

た
、
自
然
破
壊
も
進
ん
で
い
ま
す
か

ら
、
自
然
を
破
壊
せ
ず
人
と
自
然
が

一
つ
の
場
所
を
棲
み
分
け
る
こ
と
も

重
要
な
生
き
方
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
世
で
は
共
に
仲
良
く
棲
み
分

け
、
そ
し
て
命
終
わ
る
と
き
皆
共
々

に
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
。
こ
れ
が

「
世
界
に
共
生
を
」
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

　

ら
い
さ
ん

う
た

し
め
　
　
く
く
り

と
も
い
き

き
ょ
う
せ
い

き
ょ
う
せ
い
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生
ま
れ
変
わ
り
の
話

　
謹
賀
新
年
。
近
ご
ろ
は
寒
い
で
す

ね
。
朝
起
き
る
と
つ
い
つ
い
、
お
湯

を
出
し
て
顔
を
洗
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
た
だ
で
気
持
ち
よ
く

顔
を
洗
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
不
思
議
と
、
何
か
申
し
訳
な
い

気
持
ち
が
い
た
し
ま
す
。

　
先
日
、
あ
る
女
性
に
尋
ね
ら
れ
ま

し
た
。
今
岡
君
は
お
寺
の
人
だ
か

ら
、
霊
感
な
ど
は
あ
る
の
か
と
。
私

は
答
え
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
に
登
場
す

る
よ
う
な
霊
能
者
の
能
力
は
自
分
に

は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
死
ん
だ
後

に
何
も
な
く
な
る
と
も
思
わ
な
い
。

　
人
は
死
ん
だ
あ
と
に
生
ま
れ
変
わ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
だ
と
言
う

人
と
、
そ
う
で
は
な
い
と
言
う
人
が

い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
だ
と
言
う

人
は
、
直
感
で
そ
う
言
っ
て
い
る
人

が
多
い
よ
う
で
す
。
逆
に
そ
う
で
は

な
い
と
言
う
人
は
、
理
論
派
の
人
が

多
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
人
は
言
い
ま
し
た
。
ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
自
分
は
生
ま
れ
変
わ
り

を
信
じ
る
方
で
あ
る
。
母
が
亡
く

な
っ
た
あ
と
、
一
年
間
は
夢
に
出
て

き
て
も
黙
っ
て
い
た
が
、
一
年
を
過

ぎ
る
と
話
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
生
ま
れ
変
わ
っ
た
か
ら

だ
と
思
う
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　
生
ま
れ
変
わ
り
は
あ
る

か
も
し
れ
な
い
と
私
が
答

え
た
の
で
、
そ
の
人
は
心

を
開
い
て
く
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
と
き
私
は
、
そ
の

日
の
朝
の
電
車
で
読
ん
だ

仏
教
書
の
中
の
話
を
思
い

出
し
ま
し
た
。

　
自
分
が
こ
の
私
と
思
っ

て
い
る
こ
の
私
は
、
死
ん

だ
ら
な
く
な
る
。
心
臓
も

脳
も
は
た
ら
か
な
く
な
る

か
ら
、
身
体
の
統
合
が
と
れ
な
く

な
っ
て
、
体
中
の
細
胞
が
死
ん
で
し

ま
う
。
脳
細
胞
が
作
っ
て
い
る
こ
の

自
分
も
消
え
る
。
科
学
の
言
う
と
お

り
で
あ
る
。
こ
の
私
が
滅
び
ず
に
残

る
と
い
う
の
は
、
仏
教
で
は
「
無

我
」
と
い
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
海
の
波
は
ザ
ブ
ン
と
岸

に
ぶ
つ
か
っ
て
消
え
て
し
ま
う
が
、

水
じ
た
い
は
消
え
ず
に
残
る
。
そ
し

て
新
し
い
波
が
で
き
る
。
そ
れ
と
同

じ
よ
う
に
、
こ
の
私
が
死
ん
で
消
え

て
し
ま
っ
て
も
、
私
の
「
も
と
」
は

残
っ
て
い
て
、
ま
た
新
し
い
私
が
そ

こ
か
ら
出
て
く
る
。

　
そ
の
話
を
す
る
と
、
そ
の
人
は
同

意
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
私
が
そ

の
ま
ま
別
の
生
き
物
に
生
ま
れ
変
わ

る
と
は
、
自
分
も
思
え
な
い
と
。

　
こ
の
私
が
そ
の
ま
ま
生
ま
れ
変
わ

る
と
い
う
の
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

の
考
え
方
で
す
。
仏
教
で
は
そ
う
で

は
な
く
、
水
と
波
の
た
と
え
の
よ
う

に
、
こ
の
私
の
「
も
と
」
か
ら
新
し

い
自
分
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
に

考
え
な
さ
い
と
い
う
の
で
す
。

　
生
ま
れ
変
わ
り
な
ど
あ
り
え
な
い

と
い
う
と
き
、
私
が
私
と
思
っ
て
い

る
こ
の
私
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
生
ま
れ

変
わ
り
が
あ
る
と
い
う
と
き
、
こ
の

私
と
は
異
な
る
も
の
が
私
と
な
り
ま

す
。
「
私
」
の
範
囲
が
ひ
ろ
が
り
、

他
人
が
私
と
な
り
ま
す
。
全
地
球
の

生
物
が
私
と
な
り
ま
す
。

　
顔
を
洗
う
た
め
に
ガ
ス
を
燃
や
し

て
お
湯
を
わ
か
す
と
、
二
酸
化
炭
素

を
環
境
に
捨
て
て
、
み
ん
な
の
地
球

を
汚
染
し
ま
す
。
顔
を
洗
う
く
ら
い

少
し
の
こ
と
。
そ
れ
で
も
誰
か
の
顔

を
冷
水
で
洗
う
く
ら
い
の
こ
と
は
し

て
い
る
の
で
す
。
ま
し
て
や
習
慣
と

な
っ
て
、
毎
日
家
族
全
員
が
お
湯
を

わ
か
す
よ
う
に
な
る
と
…
。

　
他
人
が
私
。
全
地
球
の
生
物
が
私

で
す
。
私
が
お
湯
で
顔
を
洗
え
ば
、

次
に
生
ま
れ
る
私
が
迷
惑
を
こ
う
む

る
の
で
す
。

　
も
し
そ
う
思
え
た
な
ら
ば
、
何
と

や
さ
し
く
な
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
ま
さ
に
、
仏
の
心
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

　
水
中
に
ミ
ジ
ン
コ
な
ど
が
う
じ
ゃ

う
じ
ゃ
と
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ

る
と
、
そ
の
人
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
あ
れ
も
み
ん
な
生
ま
れ
変
わ
っ

て
い
く
の
か
な
あ
、
と
。
き
っ
と
そ

う
だ
と
、
私
は
答
え
ま
し
た
。

（
副
住
職
　
達
彦
）
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十
二
月
一
日
か
ら
一
週
間
、
暁
天
念

仏
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
暁
天
念
仏
と

は
、
近
隣
の
青
年
僧
侶
た
ち
が
集
ま

り
、
日
常
の
お
念
仏
に
加
え
て
気
分
新

た
に
一
所
懸
命
に
お
念
仏
を
す
る
も
の

で
す
。
善
照
寺
で
も
、
ま
だ
夜
も
明
け

ぬ
う
ち
か
ら
大
勢
の
若
い
僧
侶
が
集
ま

り
、
迫
力
あ
る
お
念
仏
が
本
堂
に
響
き

わ
た
り
ま
し
た
。
暁
天
念
仏
の
最
終
日

は
六
時
間
に
も
及
ぶ
お
念
仏
を
し
ま

す
。
お
坊
さ
ん
た
ち
も
、
さ
す
が
に
こ

の
時
ば
か
り
は
大
変
そ
う
で
す
。
し
か

し
の
ど
を
枯
ら
し
な
が
ら
も
す
が
す
が

し
そ
う
な
様
子
で
し
た
。

　
私
も
日
常
の
生
活
に
追
わ
れ
、
つ
い

つ
い
お
念
仏
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
暁
天
念
仏
の
様
子
を
端
か

ら
見
て
い
て
、
僧
侶
に
な
る
た
め
の
修

行
中
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
心
身
と
も

に
引
き
締
ま
る
思
い
で
し
た
。
本
年
は

も
っ
と
お
念
仏
と
共
に
過
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
。

合
掌
（
副
住
職
室
　
久
美
英
）

ぎ
ょ
う
て
ん

お
寺
と
の
付
き
合
い
①

「
今
ま
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
全
部

や
っ
て
き
た
の
で
、
何
も
分
か
ら
な
く

て
！
」

　
昨
年
は
先
代
住
職
の
二
十
三
回
忌
で

し
た
。
既
に
二
十
年
以
上
住
職
を
し
て

い
る
こ
と
に
改
め
て
気
付
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
お
檀
家
さ
ん
か
ら
よ
く
聞

く
言
葉
が
こ
れ
で
す
。
核
家
族
化
つ
ま

り
結
婚
し
て
世
帯
を
分
け
て
別
々
に
生

活
を
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
昔
は
何
気

な
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
仏
様
の
や
り

方
も
す
ん
な
り
と
は
伝
わ
ら
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
無
理
も
な
い
こ
と
で
す
。

　
そ
こ
で
、
標
準
的
な
お
寺
と
の
付
き

合
い
方
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
く
こ

と
に
し
ま
し
た
。
何
回
で
お
話
が
終
わ

る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
思
い
つ
い
た

こ
と
を
少
し
ず
つ
お
話
し
し
て
い
き
ま

す
。
リ
ク
エ
ス
ト
も
受
け
付
け
ま
す
。

お
盆
・
暮
れ
の
付
届

　
世
間
の
付
き
合
い
で
も
世
話
に
な
っ

た
方
に
は
「
お
中
元
」
や
「
お
歳
暮
」

の
挨
拶
を
し
ま
す
。
最
近
は
挨
拶
に
伺

わ
ず
に
品
物
だ
け
を
贈
る
こ
と
も
あ
る

よ
う
で
す
が
、
本
来
は
お
伺
い
し
て
挨

拶
す
る
の
が
正
式
な
や
り
方
で
す
。
寺

と
の
付
き
合
い
で
も
同
じ
事
で
す
。

「
お
盆
」
と
「
暮
れ
」
に
先
祖
代
々
が

祀
ら
れ
て
い
る
お
墓
を
掃
除
し
、
花
を

供
え
て
先
に
無
く
な
っ
た
有
縁
の
人
々

に
ご
挨
拶
を
し
ま
す
。
ご
本
尊
の
阿
弥

陀
様
に
も
ご
挨
拶
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
先
祖
代
々
の
諸
霊
を
お
守
り
し
て

い
る
寺
に
も
挨
拶
を
欠
か
さ
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

　
丁
寧
な
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
お
中

元
」
「
お
歳
暮
」
と
書
い
た
付
届
（
包

み
物
で
金
額
は
平
均
で
五
千
円
程
度
で

す
）
に
菓
子
な
ど
付
け
て
ご
挨
拶
に
こ

ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、
善
照
寺
で
は

こ
の
時
期
に
「
墓
掃
除
代
」
と
い
う
名

前
で
墓
地
の
管
理
料
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
墓
地
全
体
の
除
草
や
清
掃
を
行

う
た
め
の
費
用
を
負
担
し
て
も
ら
う
の

が
墓
掃
除
代
で
す
。
地
元
（
押
切
、

湊
、
湊
新
田
、
香
取
）
の
方
々
に
は
善

照
寺
青
年
会
の
担
当
者
が
集
金
に
お
伺

い
し
て
い
ま
す
が
、
遠
方
に
ま
で
伺
う

こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
集
金
に
伺
っ
て

い
な
い
地
域
の
方
々
は
、
ご
挨
拶
の
時

（
お
盆
・
暮
れ
の
年
二
回
）
に
一
緒
に

お
納
め
下
さ
い
。

年
中
行
事
と
定
例
行
事

　
お
盆
・
暮
れ
以
外
の
年
中
行
事
に

は
、
春
と
秋
に
「
お
彼
岸
」
が
有
り
ま

す
。
今
日
で
は
墓
参
り
が
中
心
と
受
け

取
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
昔
は
住
職
が
皆

様
方
の
お
宅
に
う
か
が
い
お
経
を
あ
げ

た
そ
う
で
す
。
最
近
は
寺
の
本
堂
で
ま

と
め
て
供
養
し
て
い
ま
す
。
寺
に
は
盆

暮
れ
同
様
の
付
届
を
す
る
よ
う
で
す
。

　
善
照
寺
に
は
年
三
回
の
定
例
行
事
が

あ
り
ま
す
。
「
初
念
仏
会
」
、
「
施
餓

鬼
会
」
、
「
十
夜
会
」
で
す
。
法
要
に

つ
い
て
は
そ
の
都
度
ご
案
内
申
し
上
げ

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
法
要
の
趣
旨
が
あ

り
ま
す
が
、
併
せ
て
法
要
の
中
で
先
亡

諸
霊
の
供
養
を
行
い
ま
す
の
で
、
塔
婆

を
あ
げ
て
ご
供
養
す
る
の
が
良
い
と
思

い
ま
す
。
時
間
が
あ
っ
た
ら
な
る
べ
く

参
加
す
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
お
土

産
も
あ
り
ま
す
。
　
　
　
（
つ
づ
く
）

つ
け
と
ど
け

こ
ん
に
ち

は
つ
ね
ん
ぶ
つ
　
え

き
　
え

じ
ゅ
う
や
　
え

せ
　
が


