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墓
地
管
理
部

数
年
前
か
ら
お
仏
壇
や
お
墓
の
整
理

を
さ
れ
る
方
が
多
く
な
り
、
本
坊
の
管

理
部
に
相
談
に
来
ら
れ
ま
す
。
だ
い
だ

い
後
継
者
が
い
な
い
の
で
心
配
だ
と
言

う
の
が
そ
の
理
由
で
す
。
少
子
高
齢
化

と
い
う
人
口
構
成
の
変
化
が
い
よ
い
よ

顕
在
化
し
て
き
た
よ
う
で
す
。

そ
の
再
、
よ
く
聞
く
の
は
遺
骨
や
先

祖
を
粗
末
に
す
る
と
な
に
か
良
く
な
い

事
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
さ

れ
た
り
、
遺
骨
に
故
人
の
霊
魂
が
宿
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
方
が
お

ら
れ
る
よ
う
で
す
。

仏
教
の
教
え
で
は
、
遺
骨
に
な
に
か

特
別
な
冥
力
が
残
っ
て
い
る
考
え
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
宗
祖
・
親
鸞
聖
人

の
お
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、
我
が
亡

骸
は
鴨
川
の
魚
に
食
わ
せ
よ
と
言
わ
れ

た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。

浄
土
へ
は
信
心
一
つ
で
行
く
も
の
で

す
。
人
間
関
係
も
、
地
位
も
財
産
も
名

誉
も
信
条
も
信
念
も
娑
婆
の
も
の
一
切

を
置
い
て
い
く
。
こ
の
身
体
も
捨
て
て

行
き
ま
す
。
灰
と
な
れ
ば
そ
れ
は
故
人

の
ナ
キ
ガ
ラ
で
娑
婆
の
物
で
す
。
娑
婆

の
物
は
娑
婆
に
か
え
す
の
が
当
然
で
す
。

そ
の
様
に
言
わ
れ
て
も
、
残
さ
れ
た

者
に
執
着
が
残
る
た
め
厄
介
な
の
で
す
。

し
っ
か
り
と
お
念
仏
を
い
た
だ
て
、

娑
婆
を
生
き
抜
き
た
い
も
の
で
す
。

真
宗
文
化
と
は
な
に
か

本
徳
寺
で
は
月
に
一
回
の
ペ
ー
ス

で
お
茶
の
研
修
会
が
催
さ
れ
る
。
茶

人
た
ち
は
静
寂
の
中
で
所
作
を
繰
返

す
。
静
寂
の
中
で
音
が
鳴
る
。
湯
を

茶
碗
に
流
し
込
む
音
、
煤
竹
の
茶
筅

の
穂
先
が
茶
碗
を
掻
く
音
、
静
寂
の

中
に
こ
そ
確
か
な
存
在
感
を
持
つ
音

で
あ
る
。

我
々
が
「
華
道
、
茶
道
な
ど
伝
統

文
化
」
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
時
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
茶
道
具
・
華
道
具

な
ど
の
ツ
ー
ル
を
い
か
に
使
う
か
を

学
ぶ
。

だ
が
要
領
を
得
た
と
こ
ろ
で
す
ぐ

に
達
成
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、日
々

の
反
復
稽
古
、
精
神
的
あ
る
い
は
肉

体
的
な
鍛
錬
が
い
か
に
大
切
で
あ
る

事
は
認
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

伝
統
文
化
は
こ
う
い
っ
た
精
神
性
・

気
概
・
心
構
え
か
ら
生
み
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
学
ぶ
と
い
う

事
は
人
間
が
社
会
の
構
成
員
と
し
て

獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
営
み
で

あ
る
と
言
え
る
。

識
者
に
よ
れ
ば
日
本
人
の
精
神
は

中
世
に
刻
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

多
く
の
人
が
受
容
し
た
「
禅
」
思
想

が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
だ
。

鎌
倉
時
代
以
降
、
禅
宗
は
武
士
階
級

を
中
心
に
急
速
に
普
及
す
る
。
そ
の

背
景
に
は
、
禅
宗
が
重
視
す
る
坐
禅

や
公
案
と
い
っ
た
修
行
法
が
、
武
士

の
精
神
鍛
錬
に
合
致
し
て
い
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。

禅
宗
が
重
視
す
る
「
無
我
」「
直
観
」

「
自
己
超
越
」
と
い
っ
た
思
想
は
、
武

士
道
の
価
値
観
で
あ
る
「
武
」
の
精

神
と
深
く
結
び
つ
き
、
武
士
道
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
世
で
の
実
体
験
を
重
視
し
、
瞑

想
に
よ
る
自
己
の
解
脱
を
目
指
す
禅

を
通
し
て
、日
本
人
は
じ
め
て「
個
人
」

の
存
在
を
知
っ
た
と
言
え
る
。

都
市
民
の
生
活
の
場
に
も
浸
透
し
、

新
た
な
規
則
や
倫
理
が
敷
か
れ
る
よ

う
に
な
る
。
規
律
正
し
い
習
慣
的
な

生
活
は
、は
じ
め
て
日
本
人
に「
日
常
」

の
観
念
を
も
た
ら
し
た
。
仏
教
伝
来

と
供
に
日
本
に
入
っ
て
き
た
茶
の
湯
、

立
華
、
能
、
聞
香
と
い
っ
た
伝
統
文

化
は
中
世
の
日
本
に
お
い
て
禅
の
思

想
が
も
た
ら
す
精
神
性
を
基
盤
に
発

展
し
た
。
現
代
に
お
い
て
も
こ
れ
ら

の
芸
術
の
形
は
単
な
る
娯
楽
で
は
な

く
、
自
己
の
内
面
を
探
求
し
、
自
己

の
本
性
を
観
照
す
る
手
段
と
し
て
捉

え
ら
れ
、
我
々
に
心
の
底
か
ら
沸
き

上
が
る
安
ら
ぎ
と
感
動
を
与
え
て
く

れ
る
。

一
方
、
お
念
仏
の
営
み
が
育
ん
だ

文
化
、
つ
ま
り
真
宗
文
化
と
は
ど
う

い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
？

禅
の
精
神
性
を
背
景
に
成
立
し
、

様
々
な
生
活
規
範
を
設
け
て
き
た
中

世
の
伝
統
文
化
で
あ
る
が
、
真
宗
の

思
想
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
自

力
作
善
の
行
法
に
お
い
て
一
見
相
容

れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

真
宗
文
化
は
禅
の
よ
う
な
自
力
聖

道
に
挫
折
し
そ
れ
を
徹
底
し
た
と
こ

ろ
に
成
立
し
た
文
化
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
聞
法
に
よ
る
念
仏
の
継
承
と
凡

夫
の
自
覚
に
よ
る
他
力
救
済
の
確
信

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
文
化
で
あ
る
。

「
信
仰
の
拠
り
所
と
し
て
「
内
仏
」

荘
厳
を
行
い
、
聞
法
の
実
践
と
同
朋

と
供
に
念
仏
を
唱
和
す
る
こ
と
」
こ

れ
が
真
宗
文
化
の
外
観
で
あ
り
、「
自

信
教
人
信
」
が
内
面
の
具
体
的
な
精

神
規
範
と
な
る
。

つ
ま
り
、「
自
ら
信
じ
、
人
に
教
え

て
信
ん
ぜ
し
む
」
こ
れ
が
大
悲
の
は

た
ら
き
で
あ
る
と
い
う
他
力
の
自
覚

が
真
宗
文
化
の
基
幹
と
な
る
。

本
徳
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副
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智


