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お
彼
岸
中
に
お
墓
参
り

を
し
ま
し
ょ
う

ご
本
尊
様
に
も
お
参
り

い
た
し
ま
し
ょ
う

常
例
十
六
日
講

毎
月
十
六
日
午
後
一
時
よ
り

お
経
練
習
・
法
話
会

写

経

会

毎
月
第
二
・
四
火
曜
日

午
後
一
時
よ
り

九
月
十
九
日
～
二
十
五
日

先
祖
へ
の
供
養
は
私
へ
の
供
養

己

の

使

命

住

職

蒲

原

霊

英

お

の

れ

七
月
に
東
京
の
お
盆
巡

教
に
参
っ
た
折
、
靖
国
神
社
に
参
拝
し
て
、
戦
没
者
や
軍
事
関

じ
ゆ
ん
き
よ
う

せ
ん
ぼ
つ

係
の
資
料
を
収
蔵
・
展
示
し
て
い
る｢

遊
就
館｣

を
初
め
て
見
学
し
て
来
ま
し
た
。
丁
度
、
近

し
ゆ
う
ぞ
う

ゆ
う
し
ゆ
う

年
立
て
続
け
に
、
一
〇
一
歳
に
な
る
祖
父
に
海
軍
軍
医
だ
っ
た
時
の
体
験
を
語
る
取
材
が
あ

っ
た
の
で
、
特
に
特
攻
機
や
戦
闘
機
等
を
こ
の
目
で
見
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
し
た
。

と

つ

こ

う

き

せ

ん

と

う

き

ご
維
新
か
ら
日
清
・
日
露
戦
争
ま
で
だ
け
で
も
か
な
り
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
有
り
、
じ
っ
く
り
パ

い

し

ん

ネ
ル
展
示
や
映
像
等
を
見
て
い
た
ら
す
っ
か
り
時
間
が
経
っ
て
し
ま
い
、
大
事
な
大
東
亜
戦

た

争
の
所
が
駆
け
足
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
最
後
の
大
展
示
室
で
人
間
魚
雷｢

回
天｣

や

か

ぎ
よ
ら
い

か
い
て
ん

ロ
ケ
ッ
ト
特
攻
機｢

桜
花｣

等
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
祖
父
が
見
送
っ
た

と

つ

こ

う

き

お

う

か

特
攻
機
で
は
な
い
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
特
攻
で
使
わ
れ
た
物
を
目
の
前
に
す
る
と
、

と

つ

こ

う

き

と
つ
こ
う

自
分
と
同
い
年
や
年
下
な
の
に
、
片
や
死
ぬ
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
し
て
出
撃
し
て
行
き
、
片
や

し
ゆ
つ
げ
き

軍
医
で
あ
る
の
で
こ
れ
か
ら
も
生
き
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
し
て
見
送
る
と
い
う
、
何
と
も

残
酷
な
日
常
が
在
っ
た
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
と
涙
が
出
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ざ
ん
こ
く

あ

は

私
達
は
摩
訶
不
思
議
な
ご
縁
を
い
た
だ
き
、
必
ず
一
人
ひ
と
り
使
命
を
持
っ
て
、
皆
仏
の

ま

か

子
と
し
て
こ
の
娑
婆
に
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
使
命
が
終
わ
れ
ば
、

し

や

ば

阿
弥
陀
様
に｢

ほ
ら
、
還
っ
て
来
い
よ｣

と
言
わ
れ
て
、
も
っ
と
生
き
て
い
た
く
て
も
、
泣
く

か
え

泣
く
お
浄
土
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
も
う
よ
っ
ぱ
ら
（
新

潟
弁
で
「
も
う
十
分
」
）
に
な
っ
て
も
、
ま
だ
己
の
使
命
が
終
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
お
浄
土

お
の
れ

参
り
さ
せ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん｢

長
生
き
し
た
い｣

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
一
〇
一

歳
に
な
る
祖
父
と
九
十
七
歳
の
祖
母
を
見
て
い
る
と
、
な
か
な
か
ど
う
し
て
長
生
き
す
る
の

も
大
変
そ
う
で
す
。
と
は
言
え
、
お
浄
土
参
り
に
近
づ
い
て
い
る
二
人
を
見
て
い
る
と
、
最

近
頓
に
、
お
そ
ら
く
祖
父
の
娑
婆
で
の
使
命
は
、
い
く
ら
心
身
共
に
辛
く
て
も
長
生
き
し
て

と
み

し

や

ば

つ
ら

戦
争
の
悲
惨
さ
や
愚
か
さ
を
語
り
継
ぐ
こ
と
で
、
祖
母
の
使
命
は
、
そ
の
祖
父
を
側
で
支
え

ひ

さ

ん

お
ろ

そ
ば

る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
え
て
来
ま
し
た
。
多
分
片
方
が
欠
け
て
も
駄
目
な
の
で
し
ょ
う
。

だ

め

兎
角
年
を
取
っ
て
か
ら
段
々
と
自
分
の
使
命
と
は
何
だ
っ
た
の
か
が
分
か
る
よ
う
に
な
る

と

か

く

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
皆
年
を
取
る
ま
で
生
き
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
な
る
べ
く

早
め
に
自
分
の
使
命
と
は
何
な
の
か
を
し
っ
か
り
と
考
え
て
生
き
て
い
く
方
が
良
い
と
思
い

ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
紆
余
曲
折
、
多
少
苦
し
い
こ
と
や
大
変
な
こ
と
が
身
に
起
こ
っ
て
も
、

う

よ

き

よ

く

せ

つ
｢

す
べ
て
い
た
だ
い
て
来
た
ご
縁
で
あ
り
、
己
の
使
命
に
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
な
の
だ｣

と
、

お
の
れ

あ
り
が
た
く
受
け
取
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
少
し
は
楽
な

気
持
ち
で
生
か
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

合

掌

二
十
二
日（
日
・
祝
）

彼
岸
中
日
法
要

午
前
十
一
時
よ
り

二
十
三
日（
月
・
振
休
）

永

代

経

法

要

午
後
七
時
よ
り
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八
月

三
日
夜
七

時
か
ら
、

護
持
会
主
催

の

新

盆

法
要

が
営

ま
れ

、
県

内
外

か
ら

多

に

い

ぼ

ん

く
の
方
々
が
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。

参
拝
者
の
方
々
は
、
開
式
前
に
献
灯
し
、

け

ん

と

う

読

経

中

に
ご

法
名

が
読

み
上

げ
ら

れ
る

と

順

次
焼

香
。

住
職

に
よ

る
法

話
の

後
、

記

念

品

と
お

供
物

の
下

付
が

あ
り

ま
し

た
。

か

ふ

も
し

か
し

た
ら

今
ま

で
あ

ま
り

お
寺

に

ご

縁
の

無

か
っ
た

方
も

、
自

分
の

大
切

な

方

が

亡
く

な
り

悲
し

い
ご

縁
で

は
あ

り
ま

す
が

、

こ
の

仏
縁

を
い

た
だ

い
て

、
改

め

ぶ

つ

え

ん

て
こ
の
い
の
ち
の

尊

さ
や
こ
う
し
て
様
々

と
う
と

な

ご

縁
の

中
で

生
か

さ
れ

て
い

る
あ

り
が

た
さ

等

に
気

付
か

れ
た

こ
と

で
し

ょ
う

。

縁

有
っ

て
一

緒
に

新
盆

を
迎

え
ら

れ
た

に

い

ぼ

ん

亡

き

方
々

を
偲

び
つ

つ
、

皆
で

感
謝

の
お

し
の

念
仏
を
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
前
期
の
元
和
四
年(

一
六
一
八)

に
建
立
さ
れ
た
鐘
楼
に
は
、

げ

ん

な

し
よ
う
ろ
う

平
成
八
年
に
鋳
造
さ
れ
た
二
代
目
の
梵
鐘
が
吊
る
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

ち
ゆ
う
ぞ
う

ぼ
ん
し
よ
う

重
要
文
化
財
の
初
代
の
梵
鐘
は
平
成
十
年
頃
ま
で
実
際
に
使
用
さ
れ
て

ぼ
ん
し
よ
う

お
り
、
そ
の
後
安
穏
殿
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
三
十
年
か

あ

ん

の
ん

で

ん

ら
お
茶
所
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ち
や
ど
こ
ろ

西
本
願
寺
の
七
不
思
議

番

外

編

梵

鐘

ぼ

ん

し

よ

う

刻
ま
れ
た
藤
原
通
憲
入
道
信
西
の
銘
に
よ
る
と
、
こ
の
梵
鐘
は
元
々
、
京
都
太
秦
広
隆
寺
に
お
い
て
久
安

ふ
じ
わ
ら
の
み
ち
の
り
に
ゆ
う
ど
う
し
ん
ぜ
い

め
い

ぼ
ん
し
よ
う

う
ず
ま
さ

こ
う
り
ゆ
う
じ

き
ゆ
う
あ
ん

六
年(

一
一
五
〇)

の
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
鐘
の
代
わ
り
に
再
興
さ
れ
た
物
で
、
『
広
隆
寺
由
来
記
』
に

か
ね

さ
い
こ
う

こ

う
り

ゆ
う
じ

ゆ

ら

い

き

見
え
る
永
万
元
年(

一
一
六
五)

六
月
十
三
日
再
興
供
養
の
願
文
の
記
述
か
ら
、
こ
の
頃
に
造
ら
れ
た
も
の
と

え
い
ま
ん

さ
い
こ
う

が
ん
も
ん

思
わ
れ
ま
す
。
降
っ
て
室
町
時
代
天
文
十
六
年(

一
五
四
七)

、
広
隆
寺
か
ら
石
山
本
願
寺
へ
代
銀
二
三
〇
貫
文

く
だ

て
ん
も
ん

こ
う
り
ゆ
う
じ

だ
い
ぎ
ん

か
ん

も
ん

(

約
三
千
万
円)

で
売
却
さ
れ(

『
天
文
日
記
』)

、
さ
ら
に
石
山
本
願
寺
退
出
に
際
し
元
和
六
年(

一
六
二
〇)

て
ん
も
ん

げ

ん

な

に
西
本
願
寺
へ
移
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
華
洛
の
名
鐘
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
『
山
州
名
跡
志
』

か

ら

く

め
い
し
よ
う

さ
ん
し
ゆ
う
め
い

せ

き

し

等
の
地
誌
類
や
洛
中
洛
外
図
屏
風
等
に
も
登
場
し
ま
す
。
当
初
の
竜
頭(

釣
鐘
を
梁
に
吊
る
す
た
め
の
釣
手)

ち

し

ら

く

ち
ゆ

う

ら
く

が

い
ず

び
よ

う
ぶ

り
ゆ
う
ず

つ
り
が
ね

は
り

つ

り

て

は
失
わ
れ
て
、
近
世
に
木
彫
で
補
わ
れ
ま
し
た
が
、
木
製
の
竜
頭
は
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
す
。

も
く
ち
よ
う

お
ぎ
な

り
ゆ
う
ず

め
ず
ら

そ
こ
で
、
こ
の
珍
し
い
木
製
の
竜
頭
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
り
ま
す
。｢

こ
の
梵
鐘
は
聖
徳

め
ず
ら

り
ゆ
う
ず

ぼ
ん
し
よ
う

太
子
が
鋳
造
さ
せ
て
太
秦
広
隆
寺
に
吊
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
日
竜
宮
ま
で
通
ず
る
と
い
う
底
な
し
の
池
に

ち
ゆ
う
ぞ
う

う
ず
ま
さ

こ
う
り
ゆ
う
じ

り
ゆ
う
ぐ
う

沈
ん
で
し
ま
っ
た
。
鐘
を
東
寺
の
人
が
無
限
の
綱
で
引
き
揚
げ
た
ら
、
鐘
か
ら
竜
頭
が
外
れ
て
し
ま
っ
た
。

か
ね

と

う

じ

か
ね

り
ゆ
う
ず

は
ず

や
む
な
く
東
寺
の
人
は
竜
頭
だ
け
を
大
切
に
持
ち
帰
っ
た
。
そ
の
後
、
鐘
が
本
願
寺
に
行
き
た
い
と
訴
え
る

と

う

じ

り
ゆ
う
ず

か
ね

夢
告
が
あ
り
、
太
秦
の
人
が
釣
り
上
げ
て
本
願
寺
に
運
ぶ
も
、
竜
頭
が
な
い
の
で
鐘
楼
に
吊
れ
な
い
た
め
に

む

こ

く

う
ず
ま
さ

り
ゆ
う
ず

困
っ
て
い
た
。
す
る
と
そ
こ
へ
老
女
が
現
れ
、
老
婆
が
手
に
し
て
い
た
自
作
の
木
製
の
竜
頭
で
吊
ら
れ
た
が
、

り
ゆ
う
ず

危
う
げ
に
見
え
た
た
め
に
鐘
の
下
に
台
を
据
え
た
と
い
う
」
。
梵
鐘
は
平
安
時
代
に
再
興
さ
れ
た
の
で
話
に

か
ね

す

ぼ
ん
し
よ
う

さ
い
こ
う

齟
齬
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
竜
頭
を
誰
が
い
つ
ど
う
し
て
木
で
作
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
よ
う

そ

ご

り
ゆ
う
ず

な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
伝
説
が
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

梵鐘は銅製で、高さ約158.
ぼんしよう

2㎝・口径約106.4㎝・重

さ約1.8ｔ。音色は黄鐘調
おうしきちよう

（雅楽の六調子の一つ）。
が が く

竜頭は、竜の頭が彫られ
りゆうず ほ

た木が２個合わさってで

きている。


