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ぜ
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３
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八
事
霊
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彼
岸
墓
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面
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補
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②
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〇

電
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五

二

（

八

四

一

）

二

六

〇

六

あ
る
い
は
行
く
こ
と
一
分
二
分
す
る
に
、
東
の
岸
の

群
賊
等
喚(

よ
ぼ)

う
て
言
わ
く
、
「
仁
者(

き
み)

か
え
り

来
れ
。
こ
の
道
険
悪
な
り
。
過
ぐ
る
こ
と
を
得
じ
。
必

ず
死
せ
ん
こ
と
を
疑
わ
ず
。
我
等
す
べ
て
悪
心
あ
っ
て

あ
い
向
う
こ
と
な
し
」
と
。・
・
・

親
鸞
聖
人
が
大
切
に
さ
れ
た
、
善
導
大
師
の

二
河
白
道
の
た
と
え
」
の
お
は
な
し
は
、
最
終

章
を
迎
え
ま
す
。

旅
人
が
、
お
釈
迦
さ
ま
と
阿
弥
陀
さ
ま
の
呼

び
か
け
の
中
で
、
「
白
道
の
歩
み
」
を
始
め
ま

す
。
歩
む
べ
き
道
そ
の
も
の
の
発
見
こ
そ
が
感

動
で
し
た
。
歩
む
べ
き
道
に
気
づ
け
ば
、
限
り

な
き
歩
み
を
始
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で

す
。旅

人
は
一
歩
二
歩
と
歩
む
と
き
、
思
い
も
か

け
ず
東
の
岸
よ
り
の
呼
び
声
に
気
づ
き
ま
す
。

「
仁
者
（
き
み
）
か
え
り
来
れ
、
こ
の
道
険
悪

な
り
。
過
ぐ
る
こ
と
を
得
じ
。
必
ず
死
せ
ん
こ

と
を
疑
わ
ず
」
と
は
、
「
帰
っ
て
き
な
さ
い
。

こ
の
道
は
険
し
く
危
険
だ
」
「
渡
り
き
る
こ
と

は
出
来
ず
、
必
ず
死
ん
で
し
ま
う
」
と
の
群
賊

の
呼
び
声
で
し
た
。

以
前
、
こ
の
た
と
え
の
お
は
な
し
は
「
水
の

河
の
し
ぶ
き
、
火
の
河
の
火
焔
」
を
見
て
立
ち
止
ま

る
旅
人
に
、
世
間
の
常
識
や
価
値
観
に
よ
っ
て
道
を

求
め
る
こ
こ
ろ
を
捨
て
去
る
よ
う
に
迫
っ
て
き
た
、

あ
の
群
賊
悪
獣
が
、
再
び
呼
び
か
け
ま
す
（
安
楽
寺

だ
よ
り
第
三
〇
号
１
面
参
照
）

白
道
を
歩
み
始
め
た
人
に
は
、
根
拠
の
な
い
こ
と

ば
（
妄
説
）
で
歩
み
を
妨
げ
る
も
の
が
必
ず
現
れ
、

つ
き
ま
と
う
と
い
う
こ
と
の
指
摘
で
あ
り
ま
す
。

｢

我
等
す
べ
て
悪
心
あ
っ
て
あ
い
向
う
こ
と
な

し｣

と
は
、
群
賊
達
の
呼
び
か
け
は
「
決
し
て
悪
意

が
あ
っ
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
よ
」
と
一

見
そ
の
ひ
と
を
思
っ
て
の
善
意
の
勧
め
で
あ
る
か

の
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
何
処
に
向
か
っ
て

い
る
か
わ
か
ら
な
い
出
口
な
き
世
界
に
、
再
び
立
ち

戻
ら
せ
よ
う
と
す
る
勧
め
で
あ
り
ま
す
。

旅
人
は
、
こ
の
声
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
の

で
し
ょ
う
か
？
最
終
回
の
次
号
で
明
ら
か
に
な
り

ま
す



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安楽寺だより

浄
土
真
宗
の
門
徒
は
、
正
信
偈

の
お
勤
め
を
大
切
に
し
て
い
ま

す
。
今
か
ら
数
十
年
ほ
ど
前
ま
で

は
、
ご
く
普
通
の
家
庭
で
正
信
偈

を
お
勤
め
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し

た
が
、
子
や
孫
の
代
に
は
そ
う
し

た
習
慣
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
現
状

の
よ
う
で
す
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
お

勤
め
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

蓮
如
上
人
在
世
の
時
代
か
ら
、
全
国

の
門
徒
に
唱
和
さ
れ
続
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

真
宗
の
教
え
は
、
商
売
繁
盛
・
家

内
安
全
・
無
病
息
災
な
ど
を
願
う
宗

教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
も

私
が
生
き
て
い
る
事
実
、
そ
し
て
、

お
念
仏
の
教
え
に
出
会
っ
た
慶
び

を
、
仏
恩
報
謝
と
し
て
受
け
と
め
て

い
る
教
え
で
す

｢
子
は
親
の
後
ろ
姿
を
見
て
育

つ｣

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

大
事
な
こ
と
は
、
お
勤
め
の
意
味
・

大
切
さ
に
気
づ
い
た
人
か
ら
順
に

「
お
勤
め
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
い
続

け
る
こ
と
で
す
。

世
界
の
仏
教
国
を
調
べ
て
も
、
タ
イ
や

ミ
ヤ
ン
マ
ー
は
数
珠
を
持
ち
ま
せ
ん
。
歴

史
的
に
調
査
し
て
答
え
る
こ
と
は
難
し

い
こ
と
の
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
数
珠
を
持
つ
私
た
ち
仏
教
徒

は
、
何
の
た
め
に
数
珠
を
掛
け
る
の
か
を

は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

真
宗
の
教
え
を
深
く
い
た
だ
か
れ
た

仲
野
良
俊
先
生
は
、
次
の
よ
う
に
申
さ
れ

て
い
ま
す
。

「
数
珠
の
珠
は
百
八
個
、
煩
悩
の
数
で

す
。
煩
悩
を
手
に
掛
け
て
、
そ
れ
を
み
な

ほ
と
け
さ
ま
の
前
に
差
し
出
す
。
そ
れ
が

拝
む
と
い
う
こ
と
で
す
」

私
た
ち
は
、
ど
こ
ま
で
も
煩
悩
を
満
た

す
道
を
歩
ん
で
救
わ
れ
た
い
と
願
い
ま

す
。
健
康
・
金
銭
・
地
位
・
名
誉
の
た
め

に
頑
張
り
ま
す
。
煩
悩
に
終
わ
り
は
な

く
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
救
わ
れ
た
と

こ
ろ
に
到
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
「
こ
の
道
の
ほ
か
に
、

も
う
一
つ
の
道
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

ほ
と
け
さ
ま
に
煩
悩
を
差
し
出
す
こ

と
で
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
道
、
こ
れ
が

仏
道
で
す
。
仏
教
徒
は
数
珠
を
掛
け
て

拝
む
と
い
う
姿
勢
で
こ
れ
を
示
す
」
と

説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。数

珠
を
掛
け
て
煩
悩
を
差
し
出
し

て
も
、
煩
悩
は
手
に
掛
け
ら
れ
た
ま
ま

で
す
。
し
か
し
、
そ
の
時
私
た
ち
は
「
こ

れ
が
私
の
煩
悩
だ
、
私
は
こ
れ
に
縛
ら

れ
て
苦
し
ん
で
い
る
」
と
そ
の
都
度
知

ら
さ
れ
ま
す
。
「
煩
悩
が
煩
悩
で
あ
っ

た
と
知
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
に
救
い
の
道

が
開
け
て
き
ま
す
。
そ
し
て
煩
悩
の
縛

り
か
ら
自
由
に
な
る
道
を
歩
み
始
め

ま
す
。

浄
土
真
宗
の
救
い
の
道
は
、
「
数
珠

を
掛
け
て
拝
む
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
尊
顔

を
拝
し
、
わ
が
煩
悩
を
凝
視
し
、
念
仏

す
る
」
と
言
え
ま
す
。

正
信
偈
は
親
鸞
聖
人
が
教
行
信
証
と

い
う
ご
書
物
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
で

す
。

｢

正｣

と
い
う
字
は
、
邪
に
対
し
、
迷

に
対
し
、
狂
に
対
し
て
立
て
ら
れ
た
も

の
で
す
。
私
た
ち
は
「
信
」
ず
る
と
言

っ
て
も
、
邪
信
、
迷
信
、
狂
信
な
ど
様
々

で
す
。
聖
人
は
、「
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
正

信
念
仏
し
な
さ
い
」
と
申
さ
れ
ま
す
。

「
偈
」
と
は
歌
と
い
う
意
味
で
、
七
高

僧
を
通
し
て
伝
承
さ
れ
た
本
願
念
仏
の

教
え
を
み
ん
な
で
唱
和
す
る
こ
と
で

す
。正

信
偈
は
、
今
か
ら
五
百
余
年
前
の

数
珠
は
仏
事
に
は
欠
か
せ
ま
せ

ん
。

ご
法
事
や
葬
式
に
参
列
す
る

と
き
、
数
珠
を
も
っ
て
い
き
ま
す
。

な
ぜ
数
珠
が
必
要
な
の
で
す
か
？

（２）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安楽寺だより

三
月
十
九
日
、
穏
や
か
な
日
差
し
の
中
、
八
事
霊
園

墓
地
で
春
彼
岸
墓
法
要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
が
心
配
で
し
た

が
、
屋
外
の
法
要
で
あ
り
、
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
な

る
べ
く
接
触
を
避
け
る
た
め
に
相
乗
り

タ
ク
シ
ー
の
利
用
は
ひ
か
え
ま
し
た
。
ま

た
除
菌
ス
プ
レ
ー
や
マ
ス
ク
を
用
意
し

て
お
参
り
を
い
た
し
ま
し
た
。

お
出
か
け
い
た
だ
い
た
方
は
例
年
よ

り
少
な
い
ご
参
拝
で
し
た
が
、
彼
岸
に
往

生
さ
れ
た
亡
き
方
々
を
偲
び
、
今
こ
こ
に

生
か
さ
れ
て
い
る
わ
が
身
を
振
り
返
り

な
が
ら
、
皆
様
に
お
焼
香
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

二
年
前
よ
り
、
永
代
供
養
墓
法
要
の
模

様
を
、
安
楽
寺
会
館
に
ラ
イ
ン
で
送
っ
て

同
時
中
継
を
し
、
同
時
に
お
焼
香
を
し
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
度
、
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
と
同
時
中
継
の
様
子

を
、
名
古
屋
テ
レ
ビ
が
取
材
に
来
ら
れ
、

当
日
の
夕
方
ニ
ュ
ー
ス
で
放
映
さ
れ
ま

し
た
。
ニ
ュ
ー
ス
は
大
勢
の
方
が
見
て
い

た
だ
い
た
よ
う
で
す
。

会
館
の
換
気
を
良
く
し
、
来
館
さ
れ
た

皆
様
の
体
調
に
も
気
配
り
し
な
が
ら
、
お

参
り
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

法
要
に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
、

テ
レ
ビ
で
見
て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

春
季
永
代
経
法
要
を
中
止
致
し
ま
す

毎
日
の
ニ
ュ
ー
ス
で
ご
存
知
の
よ
う
に
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
が
全
国
を
揺
る

が
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
感
染

拡
大
を
防
止
し
て
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
法

要
中
止
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
断
い
た
し
ま

し
た
。
ご
門
徒
の
皆
様
に
は
、
ご
理
解
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（３）
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第
三
十
八
回

空
海
は
讃
岐
国
（
現
在
の
香
川
県
）
生
ま
れ
。

長
岡
京
の
大
学
寮
で
儒
学
を
学
ん
だ
後
、
世
俗
化

し
た
官
寺
を
嫌
っ
て
、
山
に
入
り
仏
道
修
行
を
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
最
澄
と
と
も
に
唐
の
国
に
渡

り
、
密
教
の
秘
法
を
相
承
し
て
教
義
・
実
践
の
体

系
を
組
織
し
て
真
言
宗
を
開
創
し
ま
し
た
。

八
一
六
年
（
弘
仁
七
年
）
高
野
山
に
金
剛
峯
寺

を
建
立
し
て
、
世
俗
化
し
た
南
都
の
都
市
仏
教
・

学
問
仏
教
を
否
定
し
て
山
岳
仏
教
・
実
践
仏
教
を

確
立
し
ま
し
た
。

八
二
三
年
（
弘
仁
十
四
年
）
に
は
官
寺
で
あ
っ

た
東
寺
を
与
え
ら
れ
、
真
言
密
教
に
よ
る
道
場
と

し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
南
都
の
仏
教
の
諸
教

学
を
真
言
密
教
で
包
み
込
み
、
南
都
で
行
な
わ
れ

る
修
法
を
す
べ
て
密
教
化
す
る
方
法
で
、
鎮
護
国

家
の
仏
教
を
変
革
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。

八
三
五
年
（
承
和
二
年
）
に
空
海
は
六
十
二
歳

で
没
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
真
言
宗
は
、
国
家
・

貴
族
の
保
護
を
受
け
て
祈
禱
仏
教
の
道
を
た
ど
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
空
海
は
讃
岐
の
満
農
池
の
修
築
の
社
会

事
業
や
、
庶
民
教
育
に
た
め
に
綜
芸
種
智
院
を
創

設
す
る
な
ど
教
育
事
業
を
行
な
い
、
い
わ
ゆ
る
済

生
利
民
に
も
力
を
尽
く
し
ま
し
た
。

弘法大師 空海

弘
法
も
筆
の
誤
り

 
 

た
と
え
大
人
物
で
あ
っ
て
も

誰
に
で
も

間
違
い
は
あ
る
も
の

弘
法
筆
を
選
ば
ず

字
を
書
く
の
が
上
手
な
人
は

筆
の
良
い

悪
い
を
問
わ
な
い

（４）

昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
の

ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
、
不
安
を
募
ら
せ
る
皆
様
も

多
い
と
思
い
ま
す
。
▼
感
染
症
研
究
の
大
学
教
授

は
、
先
日
の
中
日
新
聞
に
「
ウ
ィ
ル
ス
と
共
生
す

る
動
物
の
生
活
圏
に
、
環
境
開
発
な
ど
で
免
疫
の

な
い
人
間
の
入
り
込
む
こ
と
が
、
感
染
症
発
症
の

引
き
金
に
な
り
得
る
」
と
、
警
告
の
記
事
を
載
せ

て
い
ま
し
た
。
▼
「
今
回
の
原
因
ウ
ィ
ル
ス
が
突

き
と
め
ら
れ
、
人
間
細
胞
へ
の
侵
入
経
路
や
増
殖

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
解
明
さ
れ
、
抗
ウ
ィ
ル
ス
ワ
ク

チ
ン
が
開
発
さ
れ
て
」
感
染
が
終
息
す
る
の
を
願

う
ば
か
り
で
す
。
▼
人
間
の
行
な
う
「
自
然
と
の

共
生
」
を
掲
げ
た
環
境
開
発
の
負
の
側
面
に
も
注

視
す
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。


