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年
々
、
墓
じ
ま
い
を
す
る

ご
家
族
が
増
加
し
て
い
る

と
耳
に
し
て
い
ま
し
た
が
、

つ
い
に
拙
寺
も
昨
年
だ
け

で
七
軒
の
檀
信
徒
の
墓
じ

ま
い
を
行
う
こ
と
に
な
り
、

そ
の
増
加
を
肌
で
実
感
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
少

子
高
齢
化
の
影
響
か
ら
出

生
者
数
を
死
者
数
が
は
る

か
に
上
回
る
よ
う
に
な
り
、

一
年
間
で
六
十
万
人
以
上

も
日
本
人
の
人
口
が
減
っ

た
と
い
い
ま
す
。
代
々
家
族

で
守
っ
て
き
た
お
墓
を
今

後
も
大
切
に
し
て
ゆ
き
た

い
け
れ
ど
も
、
自
分
達
が
こ

の
世
を
去
る
と
守
る
者
が

い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
現

実
を
前
に
、
先
立
っ
た
親
や

兄
弟
達
へ
の
申
し
訳
な
さ

を
感
じ
な
が
ら
の
苦
渋
の

決
断
が
墓
じ
ま
い
な
の
で

し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
先

祖
の
お
骨
を
拙
寺
の
観
音

供
養
塔
に
合
葬
し
て
墓
じ

ま
い
は
し
た
け
れ
ど
も
、
以

前
と
変
わ
ら
ず
お
寺
参
り

に
お
越
し
に
な
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
「
大
恩

あ
る
亡
き
大
切
な
人
の
こ

と
を
い
い
か
げ
ん
に
扱
い

た
く
な
い
」
と
の
思
い
の
一

つ
の
表
れ
が
、
墓
じ
ま
い
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん

な
墓
じ
ま
い
を
す
る
人
達

の
気
持
ち
を
深
く
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
私
自

身
が
先
々
代
住
職
で
あ
っ

た
祖
父
の
実
家
の
菩
提
寺

に
あ
る
一
つ
の
お
墓
を
し

ま
う
こ
と
に
し
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
し
た
。 

祖
父
は
山
梨
の
農
家
の

四
男
と
し
て
生
ま
れ
、
三
歳

で
拙
寺
の
住
職
の
養
子
に

な
り
ま
し
た
。
生
ま
れ
て
す

ぐ
に
母
を
喪
い
、
幼
い
う
ち

か
ら
実
家
を
離
れ
て
お
寺

で
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
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っ
た
の
で
す
。
当
時
の
光
照

院
に
は
、
行
儀
見
習
い
で
住

み
込
ん
で
い
た
女
性
達
も

い
た
た
め
独
り
ぼ
っ
ち
に

な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
長
じ
て

実
の
親
や
兄
弟
と
共
に
暮

ら
し
て
い
け
な
い
こ
と
を

知
っ
た
時
に
は
淋
し
さ
を

感
じ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

そ
ん
な
祖
父
の
入
寺
は
、

実
家
の
初
代
当
主
が
浄
土

宗
の
尼
僧
で
あ
っ
た
ご
縁

に
よ
り
ま
す
。
誠
に
め
ず
ら

し
い
こ
と
で
す
が
、
実
家
の

先
祖
代
々
の
位
牌
の
裏
の

中
央
に
は
「
海
譽
願
光
智
貞

比
丘
尼 

先
祖
」
と
あ
り
、

両
脇
に
二
代
当
主
と
そ
の

妻
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い

て
、
本
家
の
初
祖
と
し
て
こ

の
尼
僧
が
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。
智
貞
比
丘
尼
に
つ
い
て

は
、
下
総
（
現
在
の
千
葉
県

北
部
か
ら
茨
城
県
南
部
に

か
か
る
地
域
）
に
生
ま
れ
て

山
梨
の
浄
土
宗
寺
院
住
職

の
徒
弟
と
な
り
、
以
後
、
嘉

永
七
年
（
安
政
元
年
・
一
八

五
四
）
に
こ
の
世
を
去
る
ま

で
山
梨
の
寺
院
で
活
動
し

て
い
た
こ
と
の
他
は
一
切

不
明
で
す
。
た
だ
江
戸
時
代

に
は
、
僧
尼
が
結
婚
す
る
こ

と
も
子
ど
も
を
産
み
育
て

る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、

血
縁
で
は
な
く
、
洪
水
が
頻

発
す
る
笛
吹
川
流
域
の
貧

し
い
地
で
両
親
を
喪
っ
た

私
の
先
祖
達
を
養
育
し
た

方
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

ま
す
。
自
分
の
血
族
を
護
り

育
て
、
一
族
に
お
念
佛
の
信

仰
を
伝
え
た
尼
僧
の
お
か

げ
で
、
東
京
の
寺
院
住
職
に

な
っ
た
ご
恩
を
祖
父
は
感

じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

こ
の
尼
僧
の
お
墓
参
り
を

欠
か
さ
ぬ
よ
う
、
こ
ど
も
達

に
厳
命
し
て
い
た
の
で
す
。 

残
念
な
が
ら
、
智
貞
比
丘

尼
の
こ
と
は
他
の
親
族
に

は
伝
承
さ
れ
て
お
ら
ず
、
つ

い
に
私
達
以
外
、
そ
の
墓
に

手
を
合
わ
す
者
が
い
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
祖
父
よ
り
厳
命
を
受

け
て
い
た
先
代
住
職
で
あ

る
師
父
は
、
智
貞
比
丘
尼
の

墓
地
を
拙
寺
に
移
し
て
守

る
こ
と
に
し
た
の
で
し
た
。

智
貞
比
丘
尼
が
ど
の
よ
う

な
思
い
で
、
私
の
先
祖
達
を

養
育
し
た
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
し
っ
か
り
と
継
承

さ
れ
た
お
念
佛
の
信
仰
は
、

生
ま
れ
て
す
ぐ
に
母
を
亡

く
し
た
祖
父
に
お
念
佛
を

伝
え
る
僧
侶
と
な
る
ご
縁

を
結
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
祖

父
の
人
生
は
波
乱
に
満
ち

た
も
の
で
し
た
。 

祖
父
は
小
僧
と
な
っ
て

ま
も
な
く
関
東
大
震
災
に

遭
い
、
お
寺
を
焼
け
出
さ
れ

ま
す
。
本
尊
様
な
ど
を
大
八

車
に
乗
せ
て
、
親
代
わ
り
で

あ
る
当
時
の
住
職
と
浅
草

寺
の
境
内
に
避
難
し
た
と

き
に
は
、
数
え
切
れ
ぬ
ほ
ど

の
遺
体
に
手
を
合
わ
せ
な

が
ら
、
子
ど
も
心
に
無
常
を

強
く
感
じ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
子
ど
も
好
き
だ

っ
た
祖
父
は
文
部
省
に
入

省
す
る
も
、
す
ぐ
に
戦
争
に

駆
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
人
の
い
の
ち
を

慈
し
む
僧
侶
の
身
で
あ
り

な
が
ら
戦
地
へ
行
か
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
は

悩
み
も
多
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
大
尉
に
な
っ
て
配
属

先
の
部
隊
が
変
わ
っ
た
時
、

そ
れ
ま
で
長
く
苦
楽
を
共

に
し
た
部
下
達
だ
け
が
サ

イ
パ
ン
島
に
送
ら
れ
て
玉

砕
し
た
こ
と
な
ど
、
ど
れ
ほ

ど
悲
し
く
無
念
で
あ
っ
た

で
し
ょ
う
。
戦
後
、
敗
戦
処

理
中
の
爆
発
事
故
に
巻
き

込
ま
れ
て
、
自
身
が
生
死
の

境
を
さ
ま
よ
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
焼

け
野
原
に
な
っ
た
拙
寺
に

戻
っ
て
来
た
時
に
は
、
お
寺

の
復
興
も
為
さ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
同
時
に

同
じ
山
谷
地
区
で
親
を
亡

く
し
困
窮
す
る
子
ど
も
達

や
身
体
を
売
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
少
女
達
に
も
向
き
合
わ

ざ
る
を
得
ず
、
苦
悩
し
た
こ

と
で
し
ょ
う
。 

こ
の
よ
う
な
激
動
の
時

代
を
生
き
た
祖
父
に
と
っ

て
、
い
か
な
る
時
も
支
え
に

な
っ
た
の
は
智
貞
比
丘
尼

が
ご
縁
を
結
ん
で
く
だ
さ

っ
た
お
念
佛
に
他
な
り
ま

せ
ん
。
自
分
や
自
分
の
大
切

な
者
達
の
い
の
ち
が
い
つ

喪
わ
れ
る
か
わ
か
ら
ぬ
な

か
を
生
き
抜
く
上
で
、
ど
ん

な
形
で
最
期
を
迎
え
よ
う

と
も
大
切
な
人
と
必
ず
極

楽
で
再
会
で
き
、
決
し
て
離

れ
ば
な
れ
に
な
る
こ
と
が

な
い
と
い
う
お
念
佛
の
信

仰
こ
そ
、
ゆ
ら
ぐ
こ
と
な
き

人
生
の
土
台
に
な
っ
て
い

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
大
切
な
信
仰
を
継
承

し
て
く
れ
た
智
貞
比
丘
尼

に
深
き
恩
を
感
じ
て
い
た

祖
父
は
、
子
孫
の
私
達
に
も

そ
の
尼
僧
の
供
養
を
願
っ

た
の
で
す
。 

墓
じ
ま
い
の
日
、
墓
前
で

お
念
佛
を
申
し
な
が
ら
、
私

が
こ
の
信
仰
を
持
つ
こ
と

に
な
っ
た
の
も
、
遡
れ
ば
智

貞
比
丘
尼
の
お
か
げ
で
も
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あ
る
と
気
が
つ
き
ま
し
た
。

お
念
佛
の
ご
縁
に
遇
う
こ

と
は
、
本
当
に
稀
な
こ
と
で

す
。
さ
ま
ざ
ま
な
憂
い
、
悲

し
み
、
苦
し
み
、
痛
み
に
大

き
く
ゆ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、

如
来
様
と
離
れ
ず
生
き
、
死

し
て
極
楽
に
生
ま
れ
て
か

ら
も
縁
あ
る
人
々
を
救
い

導
く
た
め
に
力
強
く
そ
の

い
の
ち
を
生
き
続
け
る
こ

と
が
で
き
る
お
念
佛
は
、
い

ま
や
私
に
と
っ
て
生
き
る

力
の
源
で
す
。
同
様
に
、
智

貞
比
丘
尼
が
先
祖
達
に
伝

え
た
お
念
佛
は
、
祖
父
や
師

父
を
通
じ
て
大
勢
の
人
々

に
伝
わ
り
ま
し
た
。 

祖
父
は
家
族
を
亡
く
し

た
子
ど
も
達
の
た
め
に
焼

け
野
原
に
地
蔵
堂
を
設
け

て
皆
で
念
佛
を
申
し
た
り
、

売
春
の
末
の
堕
胎
で
つ
ら

い
女
性
と
水
子
の
供
養
に

お
念
佛
を
称
え
た
り
し
ま

し
た
。
子
ど
も
達
は
、
亡
き

父
母
に
極
楽
か
ら
自
分
達

を
見
守
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
に
お
念
佛
の
功
徳
を
積

み
、
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と

称
え
な
が
ら
父
母
に
想
い

を
聴
い
て
も
ら
う
こ
と
が

生
き
る
支
え
と
な
っ
た
で

し
ょ
う
。
生
き
る
た
め
に
仕

方
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

自
分
の
心
と
身
体
を
傷
つ

け
た
末
に
で
き
た
小
さ
な

い
の
ち
を
暗
闇
よ
り
如
来

様
の
懐
に
お
預
け
す
る
こ

と
が
で
き
た
時
、
女
性
達
は

い
か
ほ
ど
涙
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
師
父
が
山
谷
の
ド

ヤ
に
暮
ら
す
人
の
最
期
に

手
を
合
わ
せ
て
、
身
寄
り
な

く
亡
く
な
り
ゆ
く
人
を
送

る
こ
と
で
、
同
様
の
環
境
に

身
を
置
く
周
囲
の
人
達
は

ど
れ
ほ
ど
安
心
し
た
か
わ

か
り
ま
せ
ん
。 

い
う
ま
で
も
な
く
、
お
念

佛
の
信
仰
は
宗
派
や
教
団

を
大
き
く
す
る
た
め
の
も

の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
、

誰
か
に
誉
め
て
も
ら
う
な

ど
の
自
己
満
足
の
た
め
に

説
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
前
述
の
子
ど
も
や
女
性

達
が
現
実
に
救
わ
れ
た
よ

う
に
、
お
念
佛
の
信
仰
は
、

ど
こ
ま
で
も
理
不
尽
な
世

で
苦
し
む
人
が
絶
望
の
暗

闇
の
う
ち
に
見
出
す
希
望

の
光
と
な
り
、
ど
う
生
き
て

い
い
か
わ
か
ら
ぬ
人
を
導

く
如
来
の
御
手
に
も
な
る

の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ

の
信
仰
を
一
人
に
伝
え
る

こ
と
は
、
そ
の
先
に
つ
な
が

る
無
数
の
人
に
そ
の
光
を

届
け
、
生
き
る
力
を
得
て
も

ら
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

墓
じ
ま
い
を
し
た
こ
と

で
「
先
祖
の
お
墓
が
継
承
で

き
ず
申
し
訳
な
い
」
な
ど
と

仰
せ
に
な
ら
れ
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
大
切

な
人
が
先
に
逝
く
こ
と
も
、

自
分
の
子
が
得
ら
れ
ぬ
こ

と
も
、
そ
の
人
の
責
任
で
も

な
け
れ
ば
、
自
分
の
力
で
抗

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
智
貞

比
丘
尼
の
墓
じ
ま
い
を
通

じ
て
、
血
の
つ
な
が
り
は
な

く
て
も
伝
え
る
こ
と
が
で

き
、
誰
も
が
し
な
や
か
に
生

き
る
力
を
得
さ
せ
て
く
れ

る
お
念
佛
の
信
仰
こ
そ
、
自

分
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
、

出
家
も
在
家
も
関
係
な
く

大
勢
の
人
と
共
に
次
世
代

に
継
承
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
あ
る
こ
と
を
教
え

て
も
ら
い
ま
し
た
。
血
や
墓

よ
り
も
、
悠
久
の
い
の
ち
を

大
切
な
人
と
共
に
生
き
続

け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

法
門
を
心
か
ら
心
へ
手
か

ら
手
へ
継
い
で
ゆ
く
こ
と

が
、
未
来
を
生
き
る
多
く
の

人
へ
、
絶
望
の
う
ち
に
希
望

の
光
を
見
出
し
、
慈
し
み
の

ぬ
く
も
り
を
感
じ
と
っ
て

い
た
だ
け
る
最
上
の
相
続

と
な
る
の
で
す
。 

合
掌 
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施
餓
鬼
会
に
つ
い
て 

拙
寺
で
は
、
六
月
十
一
日

（
日
）
に
檀
信
徒
の
皆
様
や

近
隣
寺
院
住
職
を
お
招
き

し
て
、
施
餓
鬼
法
要
を
厳
修

す
る
予
定
で
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ウ
イ
ル
ス
と
同
じ
五
類

相
当
の
病
気
と
な
り
ま
し

た
が
、
手
指
消
毒
、
マ
ス
ク

の
着
用
な
ど
の
感
染
症
対

策
は
引
き
続
き
徹
底
し
た

上
で
実
施
い
た
し
ま
す
。 

な
お
、
お
塔
婆
の
ご
回
向

も
行
い
ま
す
の
で
、
大
事
を

と
っ
て
ご
欠
席
な
さ
る
場 

合
に
も
、
お
寺
に
て
ご
先
祖

様
や
ご
縁
の
方
の
ご
供
養

を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
安
心

く
だ
さ
い
ま
せ
。 

ま
ず
は
、
皆
様
が
心
身
と

も
に
お
健
や
か
で
あ
る
こ

と
と
、
早
く
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

住
職
拝 

《
日 

程
》 

六
月
十
一
日(

日) 

十
三
時 

 

法 

話 

十
四
時 

 

法 

要 

十
五
時 

 

終 

了 

※
法
要
の
出
欠
と
塔
婆

の
申
込
、
ご
参
詣
の

人
数
を
同
封
の
ハ
ガ

キ
に
て
必
ず
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。 

※
当
日
の
昼
食
の
ご
用

意
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

 
 
 

 

い
の
り
大
佛
建
立
勧
進 

十
二
年
前
、
石
巻
に
て
震

災
被
災
者
の
法
要
の
お
手

伝
い
を
ひ
と
さ
じ
の
会
の

僧
侶
仲
間
と
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
折
、
朝
か
ら
夕
方
ま

で
供
養
に
訪
れ
る
人
が
絶

え
ず
、
赤
ち
ゃ
ん
や
お
子
さ

ん
を
亡
く
し
た
ご
夫
婦
が

泣
き
な
が
ら
手
を
合
わ
せ

て
い
た
様
子
が
今
も
忘
れ

ら
れ
ま
せ
ん
。 

昨
年
十
一
月
。
ご
遺
族
の

一
人
が
次
の
よ
う
な
お
話

を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

「
早
く
死
ん
で
あ
の
子
の

も
と
に
向
か
い
た
い…

…

。

何
度
死
の
う
と
思
っ
た
だ

ろ
う
か
。
で
も
、
今
は
違
う

の
。
あ
の
子
が
こ
の
人
が
母

親
で
良
か
っ
た
っ
て
思
え

る
よ
う
な
生
き
方
を
し
な

く
て
は
い
け
な
い
っ
て
思

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
。
そ

れ
は
、
必
ず
阿
弥
陀
様
の
世

界
の
美
し
い
蓮
の
花
の
上

で
、
必
ず
あ
の
子
と
再
会
さ

せ
て
く
れ
る
っ
て
約
束
が

あ
る
か
ら
、
そ
う
思
え
よ
う

に
な
っ
た
の
。
で
も
ね
。
苦

し
さ
が
そ
れ
で
な
く
な
っ

た
わ
け
で
は
な
く
て
、
言
葉

に
な
ら
な
い
、
い
ろ
ん
な
感

情
が
心
の
中
に
渦
巻
い
て

つ
ら
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん

な
ど
う
し
よ
う
も
な
く
苦

し
い
思
い
を
受
け
と
め
て

く
れ
る
存
在
が
欲
し
い
。
ど

ん
な
気
持
ち
も
受
け
と
め

て
く
れ
る
、
大
き
な
佛
様
が

い
て
く
だ
さ
り
、
直
接
触
れ

る
こ
と
が
で
き
た
ら…

…

。

そ
ん
な
大
き
な
佛
様
が
で

き
る
な
ら
、
そ
れ
は
わ
た
し

を
支
え
て
く
れ
る
、
生
き
る

希
望
に
な
る
と
思
う
の
」
と
。 

大
切
な
人
と
の
再
会
を

「
待
つ
こ
と
」
は
、
決
し
て

消
極
的
な
行
為
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
待
つ
こ
と
」
は
、

姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
大
切
な
相
手
を
想
い
続

け
、
「
ま
つ
ら
う
」
こ
と
、

「
ま
つ
る
」
こ
と
に
通
じ
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
想
う
相
手

の
そ
ば
に
心
を
寄
せ
、
近
く

に
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る

積
極
的
な
行
為
で
す
。
で
も
、

長
い
年
月
、
い
つ
会
え
る
と

も
定
ま
っ
て
い
な
い
亡
き

大
切
な
人
を
想
い
続
け
る

こ
と
は
、
心
を
揺
ら
し
て
生

き
る
し
か
な
い
私
達
に
と

っ
て
、
と
て
も
大
変
な
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
で
も
、
愛
情
を
根
と

し
て
亡
き
大
切
な
者
を
「
待

つ
」
想
い
が
失
わ
れ
る
こ
と

は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

歳
月
を
重
ね
て
い
く
間
に

は
、
死
に
た
い
と
思
わ
ず
と

も
、
生
き
て
い
く
の
が
つ
ら

く
な
る
時
や
、
生
き
て
い
く

力
が
な
く
な
る
こ
と
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
時

に
、
そ
の
心
を
励
ま
し
、
生

あ
る
か
ぎ
り
亡
き
大
切
な

人
を
想
い
続
け
、
極
楽
で
再

会
を
果
た
す
ま
で
、
そ
の
人

に
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う

精
一
杯
生
き
て
祈
り
続
け

て
ゆ
こ
う
と
す
る
心
を
や

さ
し
く
受
け
と
め
、
支
え
て

く
れ
る
存
在
が
あ
れ
ば
、
ど

れ
ほ
ど
心
強
い
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
喪
失
の
苦
し
さ
は
、

震
災
遺
族
だ
け
で
な
く
、
天

災
や
貧
困
、
戦
争
、
差
別
、

暴
力
、
病
気
、
事
故
、
事
件

な
ど
で
大
切
な
人
を
喪
っ

た
す
べ
て
の
人
に
共
通
の

も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
こ
の
世
で
別
れ

た
大
切
な
方
々
と
の
再
会

を
約
束
し
て
く
だ
さ
る
阿

弥
陀
如
来
様
の
存
在
は
、
あ
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石巻いのり大佛完成予想図  「祈りの杜」という小さな公園スペースにいのり大佛は建 

立されます。左後ろには、津波の恐ろしさと教訓を伝える震災遺構「門脇小学校」がみえます。 

ら
ゆ
る
死
別
の
苦
し
み
を

抱
え
る
人
に
と
っ
て
も
大

切
な
も
の
と
い
え
ま
す
。 

す
べ
て
の
い
の
ち
が
あ

ら
ゆ
る
苦
し
み
か
ら
救
わ

れ
て
、
や
す
ら
か
に
暮
ら
し
、

亡
き
大
切
な
方
々
も
や
す

ら
か
で
幸
せ
で
あ
り
、
最
期

に
は
必
ず
極
楽
に
生
ま
れ

て
再
会
を
果
た
せ
る
よ
う

に
願
い
を
込
め
て
、
東
日
本

大
震
災
十
三
回
忌
を
契
機

に
、
石
巻
市
震
災
遺
構
「
門

脇
小
学
校
」
そ
ば
の
「
祈
り

の
杜
」
に
「
石
巻
い
の
り
大

佛
」
を
建
立
す
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
始
動
し
ま
し
た
。
石

巻
西
光
寺
住
職
を
代
表
と

し
て
、
遺
族
会
「
蓮
の
会
」

の
皆
様
、
全
国
で
大
佛
勧
進

を
行
う
僧
侶
の
皆
様
と
共

に
進
め
て
参
り
ま
す
。 

海
に
向
か
っ
て
鎮
座
し
、

直
接
に
触
れ
ら
れ
る
大
い

な
る
阿
弥
陀
如
来
様
の
ご

尊
容
は
、
必
ず
や
亡
き
大
切

な
人
を
想
い
続
け
、
待
ち
続

け
る
す
べ
て
の
人
の
生
き

る
力
を
励
ま
す
存
在
に
な

る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
ん
な
「
石
巻
い
の
り
大

佛
」
を
建
立
す
べ
く
、
こ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
か
か
わ

る
私
は
、
三
年
か
か
ろ
う
と
、

五
年
か
か
ろ
う
と
、
十
年
か

か
ろ
う
と
、
百
年
か
か
ろ
う

と
も
尽
力
し
ま
す
。 

千
年
先
ま
で
も
、
悲
し
み

と
い
う
愛
を
胸
に
懐
く
す

べ
て
の
人
を
支
え
て
く
だ

さ
る
石
巻
の
い
の
り
大
佛

建
立
を
必
ず
や
果
た
し
た

く
存
じ
ま
す
。 

光
照
院
檀
信
徒
の
皆
様

に
は
、
今
年
の
春
彼
岸
か
ら

お
願
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

す
で
に
幾
人
も
の
方
か
ら

石
巻
い
の
り
大
佛
建
立
の

た
め
に
お
力
添
え
を
賜
っ

て
お
り
ま
す
。
こ
の
場
を
お

借
り
し
て
、
心
か
ら
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。 

皆
様
に
は
、
引
き
続
き
こ

の
活
動
を
ご
応
援
賜
り
た

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

南
無
阿
弥
陀
佛 

（
住
職
） 

 

貧
困
・
子
供
支
縁
御
礼 

日
頃
よ
り
、
光
照
院
や
住

職
の
行
う
生
活
困
窮
者
や

子
ど
も
の
支
援
活
動
に
ご

理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ

き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
昨
年
も
、
多
く
の

檀
信
徒
様
か
ら
頂
戴
し
た

お
寺
へ
の
お
供
物
や
ご
支

援
の
品
を
困
っ
て
い
る
ご

家
庭
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
難
民

や
困
窮
す
る
ベ
ト
ナ
ム
人

等
の
外
国
籍
の
方
々
に
活

用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。 

ち
な
み
に
、
昨
年
度
に
ひ

と
さ
じ
の
会
や
光
照
院
宛

て
に
届
け
ら
れ
た
お
米
は

３
ト
ン
に
も
な
り
ま
す
。
誠

に
有
難
く
存
じ
ま
す
。
こ
の

場
を
お
借
り
し
て
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。 

今
後
も
光
照
院
で
は
、
支

縁
活
動
を
続
け
て
ま
い
り

ま
す
。
お
近
く
で
お
困
り
の

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
き

に
は
遠
慮
な
く
ご
相
談
く

だ
さ
い
ま
せ
。 

 

合
掌 



 お施餓鬼号 6 

 

光
照
院
行
事
予
定  

二
〇
二
三
年 

●
六
月
十
一
日
（
日
） 

 
 
 
 
 

施
餓
鬼
会
法
要 

●
七
月
十
三
～
十
六
日 

 
 
 
 
 

お
盆
（
新
暦
） 

●
八
月
十
三
～
十
六
日 

 
 
 
 
 
 

お
盆
（
旧
暦
） 

●
九
月
二
十
～
二
十
六
日 

秋
の
お
彼
岸 

●
十
一
月
十
二
日
（
日
） 

十
夜
放
生
会
法
要 

※
お
盆
に
ご
自
宅
を
お
た

ず
ね
し
て
念
佛
回
向
を

行
う
棚
経
は
、
都
内
で
あ

れ
ば
七
月
九
日
～
十
六

日
、
東
京
以
外
の
地
域
で

あ
れ
ば
八
月
八
日
～
十

六
日
に
行
う
予
定
で
す
。

新
盆
を
向
け
る
お
宅
は
、

少
し
お
早
め
に
お
寺
に

ご
都
合
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

※
今
年
の
秋
か
冬
に
は
、
光

照
院
の
授
戒
会
を
開
催

す
る
予
定
で
す
。 

お
念
佛
会

ね

ん

ぶ

つ

か

い 
 

光
照
院
で
は
、
毎
月
お
念

佛
と
お
写
経
を
行
う
会
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
開
催
日

は
、
基
本
的
に
は
毎
月
第
三

土
曜
日
の
十
五
時
か
ら
二

時
間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

光
照
院
の
檀
信
徒
に
限
ら

ず
、
大
切
な
人
を
亡
く
し
た

さ
ま
ざ
ま
な
方
が
ご
参
加

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

現
在
は
オ
ン
ラ
イ
ン
参

加
と
現
地
参
加
（
少
人
数
）

の
二
つ
の
方
法
で
続
け
て

お
り
ま
す
。
夕
方
の
十
六
時

半
か
らY

o
u
T
u
b
e

の
「
為
先

会
の
お
念
佛
」
と
い
う
チ
ャ

ン
ネ
ル
に
て
、
ご
参
加
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
も
し
よ
ろ

し
け
れ
ば
ご
参
加
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。 

《お
念
佛
会
の
流
れ
》 

十
四
時
半 

茶 

話 

会 

十
五
時 

 

写 
 

経 

十
六
時
半 

法 
 

話 

十
七
時 

 

念
佛
回
向 

十
八
時
頃 

終 
 

了 

※
お
写
経
は
、
現
地
参
加

の
人
の
み
を
対
象
に

し
て
い
ま
す
。 

 

 

盂
蘭
盆
会
の
ご
案
内 

光
照
院
本
堂
で
行
う
お

盆
の
御
回
向
の
日
時
を
定

め
ま
し
た
。
ご
希
望
の
方
は

六
月
末
日
ま
で
に
お
寺
（
〇

三―

三
八
七
二―

八
四
八

七
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
ま
せ
。

お
盆
の
お
塔
婆
も
あ
わ
せ

て
お
申
し
付
け
下
さ
い
。 

 〈
盂
蘭
盆
会
日
時
〉 

●
七
月
十
三
日
（
木
） 

十
一
時
・
十
三
時
半 

●
七
月
十
五
日
（
土
） 

十
一
時
・
十
三
時
半 

●
七
月
十
六
日
（
日
） 

十
一
時 

 

※
ご
出
席
の
場
合
は
、
ご

回
向
す
る
御
位
牌
を
必

ず
ご
持
参
下
さ
い
。 

※
他
の
檀
信
徒
と
の
合
同

の
盆
供
養
で
す
。
手
指

消
毒
と
マ
ス
ク
着
用
に

ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

いのり大佛の心臓部に納入される水晶 
水晶の中には、阿弥陀様の梵字「キリーク」と、極楽での

再会を約束する経典の言葉が彫られています。 

 



7  お施餓鬼号 

 

第 31号 
 

 

光照院墓地に設置した外国籍の方の納骨堂 
各扉ごとに８人分の遺骨が入り、３２名まで受け 

入れられるようになっています。 

外
国
籍
の
方
の
納
骨
堂 

日
本
に
暮
ら
す
外
国
籍

の
方
の
人
口
は
、
い
ま
や
三

百
万
人
に
の
ぼ
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
の
人

口
が
減
少
し
、
介
護
が
必
要

な
人
も
増
加
し
、
社
会
を
維

持
す
る
た
め
の
仕
事
を
担

う
人
間
が
足
り
な
く
な
っ

て
き
て
久
し
く
、
い
ま
や
多

く
の
外
国
籍
の
労
働
者
の

力
を
借
り
な
く
て
は
生
活

が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。 

大
手
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
だ
け
で
な
く
、
農

業
や
漁
業
、
建
築
な
ど
、
多

岐
に
わ
た
る
お
仕
事
を
在

日
外
国
籍
の
方
々
が
し
て

く
だ
さ
る
お
か
げ
で
、
日
本

に
暮
ら
す
人
の
生
活
が
支

え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

し
か
し
、
日
本
は
労
働
力

の
調
整
の
た
め
に
多
く
の

外
国
籍
の
労
働
者
を
呼
ぶ

け
れ
ど
も
、
彼
ら
が
日
本
で

暮
ら
す
の
に
必
要
な
支
援

や
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い

な
い
ば
か
り
か
、
い
じ
め
や

差
別
、
人
権
の
問
題
も
多
く

あ
っ
て
、
諸
外
国
か
ら
は

「
奴
隷
労
働
」
を
さ
せ
て
い

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
当
に
恥
ず
か
し
い
こ
と

で
す
。 

使
い
捨
て
の
労
働
力
と

し
て
で
は
な
く
、
共
に
日
本

で
暮
ら
す
仲
間
と
し
て
、
一

人
の
人
間
と
し
て
受
け
入

れ
る
た
め
に
は
、
出
産
や
育

児
、
教
育
、
介
護
、
葬
送
等
、

彼
ら
が
日
本
で
生
き
て
死

ぬ
ま
で
に
必
要
な
さ
ま
ざ

ま
な
サ
ー
ビ
ス
や
制
度
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
よ
う
な
な
か
、
光
照

院
で
は
、
昨
年
秋
に
日
本
に

暮
ら
す
外
国
籍
の
方
々
の

納
骨
堂
を
設
け
ま
し
た
。
こ

れ
は
政
治
的
な
意
図
で
は

な
く
、
佛
教
を
縁
と
し
て
多

く
の
外
国
籍
の
方
々
が
集

う
拙
寺
で
は
、
以
前
か
ら
外

国
籍
の
方
の
葬
送
や
納
骨

の
問
題
を
耳
に
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。 

 

生
ま
れ
る
日
は
、
お
お
よ

そ
の
予
想
が
尽
き
ま
す
が
、

亡
く
な
る
日
は
誰
に
も
予

想
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

亡
く
な
る
と
、
遺
体
の
状
態

が
良
い
う
ち
に
葬
送
を
行

い
、
火
葬
や
納
骨
な
ど
を
決

め
て
ゆ
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
日
本
人
で
も
苦

労
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
が

外
国
籍
の
方
が
葬
送
の
会

社
や
納
骨
先
な
ど
を
見
つ

け
る
と
な
る
と
、
も
っ
と
大

変
な
思
い
を
し
ま
す
。 

 

ひ
と
さ
じ
の
会
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
一
人
で
、
ご
本

人
も
日
本
人
に
帰
化
し
た

経
験
を
持
つ
内
海
ケ
イ
さ

ん
は
、
こ
の
問
題
を
自
ら
の

問
題
と
考
え
て
取
り
組
み
、

「
ジ
ー
バ
（j

i
v
a

）
」
と
い

う
外
国
籍
の
方
た
ち
の
葬

送
の
会
社
を
つ
く
り
、
光
照

院
に
外
国
籍
の
方
の
納
骨

堂
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
建
立

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

彼
女
は
「
ア
ジ
ア
諸
国
で

は
風
水
の
考
え
方
が
一
般

的
で
、
遺
骨
を
自
宅
に
安
置

す
る
こ
と
は
な
く
、
基
本
的

に
は
宗
教
施
設
に
預
け
る

も
の
で
す
。
し
か
し
、
日
本

で
外
国
籍
の
方
の
遺
骨
を

受
け
入
れ
て
く
れ
る
宗
教

施
設
が
ど
こ
に
あ
る
か
を

探
す
こ
と
だ
け
で
も
、
文
化

や
言
葉
の
壁
が
あ
っ
て
困

難
で
す
。
せ
め
て
大
切
な
家

族
の
遺
骨
を
い
っ
た
ん
お

寺
に
あ
ず
け
る
こ
と
が
で
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こども極楽堂のお地蔵様と牡丹の花 光照院檀信徒で、こど

も極楽堂のボランティア活動に参加している女性が育てた牡丹で

す。入口で出迎えてくださる美しい姿に心が穏やかになります。 
 

き
れ
ば
、
故
郷
の
お
墓
に
埋

葬
す
る
計
画
を
立
て
た
り
、

日
本
で
お
墓
を
探
す
こ
と

も
で
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
外

国
籍
の
人
の
納
骨
堂
は
大

切
な
ん
で
す
」
と
、
外
国
籍

の
方
の
納
骨
堂
の
意
義
を

教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

異
な
る
ル
ー
ツ
や
文
化

を
持
つ
者
同
士
が
、
同
じ
日

本
と
い
う
国
で
仲
良
く
暮

ら
し
て
ゆ
け
る
よ
う
に
な

る
た
め
に
も
、
共
に
生
き
、

共
に
死
に
ゆ
く
こ
と
が
で

き
る
社
会
の
仕
組
み
づ
く

り
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、

国
籍
や
人
種
の
異
な
り
を

越
え
て
共
に
生
き
て
い
く

上
で
必
要
な
物
ご
と
を
、
一

緒
に
考
え
る
た
め
の
対
話

を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。
観
音
像
や
納

骨
堂
の
設
置
を
契
機
と
し

て
、
光
照
院
も
善
き
隣
人
た

ち
と
の
楽
し
い
対
話
の
場

に
な
り
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
も
、

共
に
同
じ
国
に
暮
ら
す
良

き
隣
人
た
ち
に
興
味
を
持

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願

っ
て
い
ま
す
。 

 

合
掌 

 

編 

集 

後 

記  

子
ど
も
の
頃
、
両
親
に
買

っ
て
も
ら
っ
た
歴
史
漫
画

『
聖
武
天
皇
』
で
、
東
大
寺

の
大
佛
を
建
立
す
る
た
め

に
奔
走
す
る
勧
進
僧
と
い

う
存
在
を
は
じ
め
て
知
り

ま
し
た
。
ま
さ
か
自
分
自
身

が
多
く
の
僧
侶
た
ち
と
一

緒
に
大
佛
勧
進
に
か
か
わ

る
こ
と
に
な
る
と
は
考
え

て
も
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
大

い
な
る
み
ほ
と
け
の
お
姿

は
、
尽
き
せ
ぬ
苦
し
み
に
あ

え
ぐ
人
々
の
声
に
応
え
、
こ

の
世
に
現
じ
た
慈
愛
の
尊

容
で
あ
り
、
す
べ
て
の
悲
し

み
を
受
け
と
め
よ
う
と
な

さ
る
佛
心
の
あ
ら
わ
れ
な

の
で
し
ょ
う
。
（
住
） 
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