
蒲
彼
岸
で
す
査
仏
壇
と
お
墓
に
手
を
あ
わ
せ
ま
し
窪
う
。
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昭
和
二
十
三
年
に
「
国
民
の
祝
日
に
関

す
る
法
律
」
に
よ
り
、
春
分
の
日
は
「
自
然

を
た
た
え
、
生
物
を
い
つ
く
し
む
日
」
と
制

定
さ
れ
ま
し
た
。

旧
暦
二
月
の
中
気
で
、
お
彼
岸
の
中
日

で
も
あ
り
ま
す
。
真
西
に
日
が
沈
む
こ
の
日
、

真
西
に
沈
む
太
陽
は
極
楽
の
東
門
に
入
る

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日

の
太
陽
を
拝
む
と
、
浄
土
の
東
門
を
拝
む

こ
と
に
な
り
、
極
楽
浄
土
は
十
万
億
土
を

隔
て
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
わ
れ
、
こ
の

極
楽
が
最
も
近
く
な
る
日
が
彼
岸
の
中
日

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
．

こ
の
日
に
故
人
の
霊
を
供
養
す
る
と
、

迷
わ
ず
極
楽
浄
土
に
成
仏
で
き
る
と
い
わ

れ
て
お
り
、
死
者
の
冥
福
を
祈
り
、
仏
供
養
、

お
は
ぎ
（
ぼ
た
も
ち
）
、
草
餅
、
五
目
ず
し
、

稲
荷
ず
し
な
ど
を
作
っ
て
お
墓
参
り
を
し

ま
す
．人

間
や
動
物
に
は
、
生
と
死
が
必
ず
あ

り
ま
す
。
生
殖
と
死
滅
の
神
秘
に
は
だ
れ

も
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
・
庭
先
の

草
花
だ
っ
て
、
冬
は
枯
れ
、
春
に
な
る
と
花

を
つ
け
る
こ
と
を
繰
り
返
す
の
で
す
。

浄
土
真
宗
の
お
経
に
「
帰
命
無
量
寿
如
来
、

南
無
不
可
思
議
光
」
と
あ
る
意
味
は
、
世
の

中
は
ひ
と
り
で
生
き
ら
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
も
ち
つ
も
た
れ
つ
の
不
思
議
な

縁
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
永

遠
な
る
生
命
を
感
得
し
て
、
仏
縁
に
よ
っ
て

生
ま
れ
た
生
命
を
大
切
に
、
感
謝
し
な
が
ら

生
き
る
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。

ま
た
「
般
若
心
経
」
の
「
色
即
是
空
」
、
「
空

即
是
色
」
と
は
、
形
あ
る
も
の
は
な
く
な
り
、

ま
た
な
く
な
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
で
、

そ
れ
は
ま
た
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
．
な
に
や
ら
凡
人

に
は
訳
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
が
、
要

す
る
に
私
た
ち
は
い
く
ら
考
え
て
も
悟
り

き
れ
な
い
凡
夫
で
、
こ
れ
が
人
間
と
い
う

も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

生
き
て
い
た
と
き
は
、
罪
多
い
人
間
で
も
、

死
ん
で
し
ま
う
と
ホ
ト
ケ
に
な
り
ま
す
．

愛
す
る
多
く
の
人
の
死
に
あ
う
と
、
人
生

の
無
情
の
意
味
な
ど
が
、
わ
か
っ
て
く
る

閃
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蓉
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三

二

二

春
分
、
秋
分
の
日
を
は
さ
む
前
後
七
日

間
を
彼
岸
と
言
い
ま
す
。

初
日
は
彼
岸
の
入
り
、
中
心
の
日
は
中
日
、

最
後
の
日
を
彼
岸
明
け
と
い
っ
て
、
合
わ

せ
て
こ
の
七
日
間
は
、
各
寺
院
、
家
庭
で
彼

岸
会
の
法
要
が
行
な
わ
れ
ま
す
．
「
春
分
の

日
」
は
「
自
然
を
た
た
え
生
物
を
い
つ
く
し

む
た
め
」
に
、
ま
た
「
秋
分
の
日
」
は
「
祖
先

を
尊
び
、
亡
く
な
っ
た
人
を
し
の
ぶ
た
め
」

に
、
国
で
祝
日
に
定
め
て
い
る
よ
う
に
、
彼

岸
は
、
あ
の
世
（
彼
岸
）
の
死
者
の
安
ら
か

な
成
仏
を
願
う

意
味
に
あ
て
ら

い
る
の
で
す
。

も
の
で
す
。
人
は
悲
哀
の
感
情
が
高
ま
る

と
故
人
の
声
を
聞
き
た
く
な
り
、
故
人
に

対
面
し
よ
う
と
し
ま
す
。

祖
先
へ
の
報
恩
感
謝
の
念
を
深
め
れ
ば
、

な
に
か
運
命
が
変
わ
る
よ
う
で
、
幸
せ
が

舞
い
込
ん
で
く
る
よ
う
な
思
い
に
か
ら
れ

る
の
で
す
。
心
の
中
に
祖
霊
が
宿
り
、
不
思

議
な
お
か
げ
を
こ
う
む
る
と
考
え
て
い
る

人
が
あ
る
の
も
無
理
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
．
こ
れ
が
、
私
た
ち
の
平
和
な
考
え
で
あ

る
と
思
い
ま
す
．

墓
を
祀
る
こ
と
を
、
別
名
養
老
と
い
い
、

先
人
先
輩
に
尊
敬
の
念
を
も
つ
心
を
養
う

場
所
が
、
墓
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
恩
人
の
墓
、
先
師
の
墓
に

参
る
人
は
、
こ
の
養
老
の
心
を
知
る
人
た

ち
で
し
ょ
う
。

先
人
た
ち
の
墓
に
は
、
そ
れ
な
り
の
徳

分
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
徳
分
を
引

き
出
し
て
自
分
の
も
の
に
す
る
か
ど
う
か

は
そ
の
人
の
心
の
持
ち
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

自
分
の
祖
先
の
墓
に
、
こ
の
養
老
の
意

義
を
知
る
か
知
ら
な
い
か
の
差
は
、
そ
の

人
の
人
生
の
大
き
な
差
と
な
っ
て
現
れ
る

こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

砧
、
舛
斡
玲
弾
評
牙
狸
悪
戦
理
乳
詳
幸
尹
鰯
衿
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写
経
は
言
う
ま
で
も
な
く
仏
の
教
え
を

広
め
る
た
め
に
、
印
刷
機
の
な
い
時
代
、
書

生
が
写
し
た
お
経
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

天
武
天
皇
の
時
、
飛
鳥
の
川
原
寺
で
始

ま
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

お
墓
を
建
て
て
も
、
何
か
物
足
り
な
い

と
い
う
時
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、
写

経
行
を
一
日
に
三
十
分
で
も
行
え
ば
心
が

豊
か
に
な
り
、
そ
う
し
て
い
る
自
分
を
幸

せ
と
感
じ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
感
謝
と

祈
り
の
こ
こ
ろ
を
死
者
に
手
向
け
る
た
め

に
、
遺
骨
と
一
緒
に
埋
納
し
て
あ
げ
る
こ

と
で
す
。
大
変
な
功
徳
に
な
る
こ
と
は
お

経
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

白
玉
石
に
書
く
写
経
は
何
百
年
後
ま
で

も
確
実
に
残
り
、
仏
法
の
心
は
語
り
継
が

れ
て
い
き
ま
す
。

一
字
書
く
ご
と
に
合
掌
す
る
気
持
ち
で
、

家
族
や
親
族
も
参
加
し
て
心
を
こ
め
て
書

口轟jL f難 口 尋 さ･揮鄙~堅き 司辛 罰 鄙＃

今
も
い
ら
ず
老
も
い
ら
ず

官
僅
も
金
も
い
ら
ぬ
人
は
鍵
末
に
困
る
も
の
な
り
。

か
ん
な
ん

こ
の
準
末
に
困
る
人
な
ら
で
は
難
薙
を
と
も
に
↓
て

、

国
家
の
大
素
は
成
ｌ
得
ら
れ
ぬ
な
り

今
の
政
治
は
、
利
権
が
絡
ん
だ
り
保
身
ば
か
り
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

い
ま
一
度
、
百
数
十
年
前
の
西
郷
隆
盛
の
言
葉
を

『
政
治
家
、
政
治
を
志
し
て
お
ら
れ
る
方
』
の
胸
に
刻
ん
で
頂
き
た
い
と

切
に
思
う
昨
今
で
す
．

こ
の
紋
は
、
天
神
さ
ま
と
切
っ
て
も
切
れ

な
い
縁
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
菅
原
道
真

の
梅
花
好
み
か
ら
お
こ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
菅
原
道
真
を
祭
っ
て
い
る
の
が
、
あ

の
受
験
の
神
様
「
天
神
さ
ん
」
で
す
。

そ
の
天
神
さ
ま
の
社
紋
を
み
る
と
、
梅
に

関
係
し
た
紋
が
つ
い
て
い
ま
す
。

京
都
の
北
野
天
満
宮
は
「
梅
星
」
、
東
京

の
湯
島
天
神
は
「
梅
鉢
」
、
福
岡
の
太
宰
府

天
満
宮
は
「
梅
花
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

菅
原
道
真
の
子
孫
を
称
し
た
、
加
賀
の
前

我
が
家
の

く
曝
暉
よ
》
藍
舎
鈩
辞

！
踊
唱
５

◆
梅
紋
く
う
患

西
郷
隆
盛

…
浄
擢
舎
串
澤
晶
《
Ａ
咄
潤
鞍
唖
呼
噛
訓
や
吾
閼
田
碑
ｒ
彊
及
③
蕊

＃
ざ
申
晶
ヤ
群
貼
騨
晶
令
醐
串
溺
酔
》
た
巧

睡
団
唯
駕
③
恥
騒
騨
堵
静
鰐
韓
蹴
伊
尾

線
香
を
立
て
、
ろ
う
そ
く
を
点
じ
、
半
紙
の

上
に
数
珠
を
置
き
、
そ
の
数
珠
の
環
の
中

に
紙
を
置
い
て
書
き
ま
す
。

写
経
は
家
族
み
ん
な
で
行
う
の
が
い
い

で
す
．
小
さ
い
時
に
し
た
写
経
は
子
ど
も

た
ち
が
成
人
し
て
、
そ
れ
を
思
い
出
す
で

し
ょ
う
。
こ
れ
が
仏
縁
に
な
り
ま
す
。
だ
か

ら
写
経
は
他
人
で
も
よ
い
の
で
、
縁
の
あ

る
人
は
書
い
て
載
い
て
、
写
経
の
輪
を
広

げ
る
こ
と
で
す
。

特
に
遺
骨
の
無
い
、
ま
ぶ
た
の
父
母
や
兄

弟
を
ま
つ
る
と
き
は
、
こ
の
写
経
を
遺
骨
と

し
て
埋
納
す
る
こ
と
が
良
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

※
京
都
の
古
い
商
家
で
、
墓
に
宝
物
が
あ

る
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、
墓
を
改
修
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
墓
の

中
か
ら
出
て
き
た
の
は
、
三
百
年
も
前
の

小
石
の
写
経
で
し
た
。
法
華
経
八
巻
が
、
小

石
に
一
字
ず
つ
写
経
し
て
あ
り
ま
し
た
．

考
え
て
み
れ
ば
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
宝
物
と

い
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

く
こ
と
で
す

仏
壇
の
前

仏
壇
が
な
け

田
氏
の
「
梅
鉢
紋
」
が
有
名
で
す
。

い
ま
も
昔
も
天
神
信
仰
者
は
多
く
い
ま

す
。
そ
れ
で
、
梅
紋
は
栄
え
ま
し
た
。

菅
原
氏
を
は
じ
め
、
藤
原
氏
、
源
氏
、
橘
氏
。

さ
ら
に
平
氏
、
丹
治
氏
、
日
下
部
氏
ほ
か
多

く
の
諸
氏
が
使
用
し
て
い
ま
す
。

元
首
相
で
故
人
の
池
田
勇
人
氏
の
家
も

熱
心
な
天
神
信
仰
者
で
「
梅
花
」
を
家
紋
に

し
て
い
ま
す
。
梅
紋
は
天
神
信
仰
の
広
ま
っ

て
い
る
近
畿
、
美
濃
、
近
江
、
北
九
州
地
方
に

多
く
あ
り
ま
す
。

L
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巧
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机
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(梅紋の一例）

丸に梅鉢
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