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三
月
十
七
日
～
二
十
三
日 

春
彼
岸 

お
中
日
の
三
月
二
〇
日 

 

十
二
時
よ
り 

彼
岸
法
要  

春
の
お
彼
岸
が
近
づ
き
ま
し
た
。
彼
岸
は
阿
弥
陀

の
光
の
中
の
故
人
や
ご
先
祖
に
感
謝
し
、
私
の
す
べ

て
を
阿
弥
陀
様
に
お
任
せ
し
信
を
深
め
る
一
週
間
で

す
。
み
な
さ
ま
お
そ
ろ
い
で
お
出
か
け
下
さ
い
。 

二
十
日
の
お
中
日
は
皆
さ
ま
で
阿
弥
陀
経
を
お

勤
め
し
、
そ
の
後
住
職
か
ら
延
浄
寺
の
近
況
報
告
と

護
持
会
費
に
つ
い
て
の
前
年
度
の
事
業
報
告
・
会
計

報
告
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 ご
報
告 

宗
門
総
合
振
興
計
画
推
進
懇
志 

延
浄
寺
割
り
当
て
は
二
一
四
万
円 

皆
様
の
ご
協
力
で
完
納
致
し
ま
し
た
。 

  

 

 

 

秋
の
彼
岸
だ
よ
り
で
、
本
願
寺
の
二
四
代
大
谷
光

真
前
門
主
か
ら
長
男
の
二
五
代
大
谷
光
淳
新
門
主
に

伝
承
さ
れ
る
法
要
が
今
年
か
ら
七
年
か
け
て
全
国
各

地
で
行
わ
れ
ま
す
。
同
時
に
宗
門
の
記
念
事
業
も
あ

り
、
合
わ
せ
て
二
〇
〇
億
円
の
予
算
が
組
ま
れ
て
い

ま
す
。 

こ
れ
を
全
国
の
ご
門
徒
・
僧
侶
に
割
り
当
て
て
い

る
の
が
宗
門
総
合
振
興
計
画
推
進
懇
志
で
す
。 

そ
の
た
め
に
延
浄
寺
ご
門
徒
か
ら
は
二
〇
〇
万
円

僧
侶
か
ら
は
一
四
万
円
計
二
一
四
万
円
の
進
納
を
依

頼
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
こ
で
秋
の
お
彼
岸
に
一
口
五
千
円
ま
た
は
二
口

一
万
円
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
十
一
月
報

恩
講
ま
で
に
一
口
二
〇
八
人
・
二
口
九
六
人
・
四
口

五
人
の
計
三
〇
九
名
の
方
か
ら
二
一
〇
万
円
の
ご
寄

付
を
頂
き
ま
し
た
。 

 
 

十
一
月
九
日
に
本
山
に
進
納
致
し
ま
し
た
こ
と
を

ご
報
告
い
た
し
ま
す
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

 

 

故
人
や
ご
先
祖
は
阿
弥
陀
様
の
光
の
中
に 

ご
本
堂
の
阿
弥
陀
様
に
お
参
り
す
る
こ
と
と 

お
墓
参
り
の
違
い 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

昔
の
人
は
「
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
い 

ご
先
祖
様
に
申
し
訳
が
な
い
」「
ご
先
祖
様
は
み
て
い

る
よ
」
と
言
い
な
が
ら
子
供
を
育
て
ま
し
た
。 

私
達
は
何
時
も
ご
先
祖
、
亡
き
人
に
支
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
見
え
な
い
が
大
き
な
不
思
議
な
力
が
私
を

支
え
る
。
ご
先
祖
が
阿
弥
陀
様
の
光
の
中
に
お
ら
れ

る
か
ら
で
す
。 

よ
く
車
に
例
え
る
の
で
す
が
、
夜 

車
と
す
れ
違

っ
た
時
、
車
の
外
か
ら
は
ラ
イ
ト
の
光
で
、
中
の
人

は
見
え
ま
せ
ん
が
、
車
の
中
か
ら
は
外
の
様
子
が
分

か
る
こ
と
と
同
じ
で
す
。 

私
達
は
い
つ
も
阿
弥
陀
様
の
光
の
中
に
お
ら
れ
る

ご
先
祖
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
私
達

も
阿
弥
陀
様
の
光
の
中
に
い
る
の
で
す
。 

ご
本
堂
で
の
お
参
り
は
阿
弥
陀
様
で
す
。 

そ
の
光
の
中
に
故
人
や
ご
先
祖
が
お
り
ま
す
。 

ご
先
祖
は
阿
弥
陀
様
の
光
の
中
に
い
る
の
だ
、
阿

弥
陀
様
に
合
掌
す
る
こ
と
は
、
ご
先
祖
に
合
掌
す
る

こ
と
、
合
掌
は
感
謝
の
挨
拶
、
感
謝
を
深
め
れ
ば
深

め
る
ほ
ど
、
ご
先
祖
は
喜
び
、
あ
な
た
を
支
え
て
く

れ
る
力
が
お
お
き
く
な
り
ま
す
。
ご
先
祖
へ
の
感
謝

の
ご
挨
拶
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
合
掌
礼
拝
で
す
。 

 

お
墓
参
り 

ご
先
祖
は
お
墓
の
中
に
い
ま
せ
ん
。
お
墓
の
中
に

は
、
ふ
れ
あ
い
の
あ
っ
た
故
人
の
お
骨｢

忘
れ
形
見｣

が
納
骨
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
墓
の
前
で
故
人
を
し
の

び
、
故
人
の
思
い
出
を
味
わ
い
、
時
に
は
様
々
な
報

告
や
相
談
を
墓
に
語
り
か
け
る
。 

生
前
の
付
き
合
い
を
そ
の
ま
ま
墓
前
に
も
ち
こ
み

ま
す
か
ら
、
生
前
あ
ま
り
会
話
が
な
い
場
合
は
、
そ

れ
は
そ
れ
な
り
に
お
参
り
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。 

阿
弥
陀
様
に
感
謝
し
ご
先
祖
に
感
謝
す
る
の
は
ご

本
堂
で
の
合
掌
、
お
世
話
に
な
っ
た
故
人
に
触
れ
合

う
場
は
お
墓
参
り
の
合
掌
礼
拝
で
す
。 

 

ご
来
寺
の
時
は
、
ま
ず
ご
本
堂
に
合
掌
そ
し
て
お

墓
参
り
を
し
ま
し
ょ
う
。 

 

 

カ
ロ
ー
ト
が
一
杯
で
納
骨
で
き
な
い 

古
い
お
骨
は
家
の
墓
に
「
散
骨
」
す
る 

 お
骨
は
故
人
の
忘
れ
も
の
、
取
り
に
は
来
ら
れ
な

い
の
で
、
し
ば
ら
く
保
管
し
て
お
く
の
が
お
墓
。
も

う
少
し
気
持
ち
を
こ
め
る
と
「
お
骨
は
故
人
の
忘
れ

形
見
」
で
大
切
に
保
管
す
る
場
所
が
お
墓
で
す
。 

で
も
一
〇
〇
年
後
は
誰
と
も
縁
が
な
く
な
り
、
法

事
も
な
く
、
忘
れ
形
見
と
い
う
気
持
ち
は
残
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
そ
う
な
る
と
お
骨
を
見
て
も
、
な
ん
の

感
情
も
起
こ
り
ま
せ
ん
。
一
〇
〇
年
で
は
な
く
五
〇

年
で
も
起
こ
り
え
る
こ
と
で
す
。
カ
メ
の
ま
ま
保
管

し
て
も
場
所
を
と
る
だ
け
に
な
り
ま
す
。 

お
墓
の
整
理
は 

浄
土
真
宗
の
正
し
い
納
骨
は
カ
メ
で
納
め
る
の
で

は
な
く
、
お
墓
の
中
に
散
骨
す
る
の
で
す
が
、
石
屋

さ
ん
の
作
戦
と
、
な
ん
と
な
く
故
人
が
お
骨
の
中
に

延
浄
寺
だ
よ
り 

平
成
二
八
年 

春
彼
岸 

０
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この自然墓について東京新聞に広告を出しましたが、反響はあまりあり

ませんでした。  

 

 

 

 

い
る
よ
う
な
気
持
ち
で
散
骨
を
し
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。 

ご
自
分
の
お
墓
に
、
３
０
年
以
上
の
カ
メ(

法
事
を

し
な
く
な
っ
た
お
骨)

が
い
く
つ
か
納
骨
さ
れ
て
い

る
な
ら
ば
、
一
度
整
理
を
さ
れ
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

ご
希
望
の
方
は
石
屋
を
紹
介
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ご

自
分
で
作
業
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
す
。 

簡
単
な
工
具
と
目
地
止
め
は
用
意
し
て
お
き
ま
す
。

５
月
の
連
休
に
で
も
墓
整
理
に
来
ら
れ
る
の
は
、
い

か
が
で
し
ょ
う
か 

今
の
お
墓
は
カ
ロ
ー
ト
を
開
け
る
の
は
簡
単
で
、

車
の
ト
ラ
ン
ク
を
開
け
、
中
を
整
理
す
る
感
覚
で
行

え
ば
よ
い
の
で
す
。
納
骨
も
当
寺
で
は
石
屋
を
呼
ば

ず
読
経
後
、
副
住
職
が
や
っ
て
い
ま
す
が
、 

お
檀
家
で
若
い
力
が
あ
る
場
合
は
、
納
骨
時
の
思

い
出
を
強
く
す
る
た
め
、
皆
様
の
手
で
行
う
と
良
い

と
思
い
ま
す
。
副
住
職
は
無
料
で
す
が
石
屋
さ
ん
を

呼
ぶ
と
３
万
円
か
か
り
ま
す
。 

 

「
散
骨
」
俱
会
一
処
の
墓 

利
用
者
が
多
く
な
り
ま
し
た
。 

 

は
や
く
自
然
に
還
す
こ
と
、
五
〇
年
後
の
こ
と
を

思
う
と
、
お
墓
を
造
ら
な
い
方
が
良
い 

延
浄
寺
に
は
散
骨
す
る
寺
の
墓
が
あ
り
ま
す
。「
桜

の
樹
の
下
」
と｢

倶
会
一
処｣

の
２
ケ
所
で
す
。 

「
俱
会
一
処
」
の
お
墓
の
利
用
者
が
増
え
て
き
ま

し
た
。
散
骨
墓
は
、
刻
字
は
し
ま
せ
ん
し
、
法
名
も

お
付
け
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

小
さ
な
散
骨
口
か
ら
家
族
の
手
で
直
接
散
骨
し
ま

す
。 

 

 

 

 

お
骨
を
返
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必
要
な

ら
ば
散
骨
す
る
前
に
、
ほ
ん
の
少
し
分
骨
し
手
元
に

残
し
て
お
き
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
「
お
骨
の
処
理
」
が
増

え
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
生
前
の
約
束
が
好
ま
し
い

の
で
す
が
、
お
骨
が
あ
り
困
っ
て
い
る
方
が
お
い
で

で
し
た
ら
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
関
心
の
あ
る
方
に
は
、
詳
し
い
案
内
を
差
し

上
げ
て
い
ま
す
。 

こ
の
自
然
墓
に
つ
い
て
東
京
新
聞
に
広
告
を
出
し

ま
し
た
が
、
反
響
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

お
墓
分
譲
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
散
骨
の
お
墓
に
つ
い
て
記
事
に
し
ま
し
た
が
、
や

は
り
お
墓
が
あ
っ
た
方
が
良
い
と
い
う
方
に
完
成
墓

地
を
造
り
ま
し
た
。 

一
八
〇
～
三
五
〇
万
円(

０
．
３
６
平
米
か
ら
１
．

１
平
米)

と
五
〇
〇
万
円
（
２
．
２
平
米
、
注
文
を
受

け
施
工)  

完
成
墓
地
で
す
。
ご
希
望
さ
れ
る
方
が
お

り
ま
し
た
ら
紹
介
く
だ
さ
い
。
場
所
は
下
の
墓
地
の

水
道
の
近
く
と
門
の
近
く
で
す
。
ご
自
由
に
ご
覧
く

だ
さ
い
。 

 ア
ル
バ
イ
ト
募
集 

 

二
〇
日
（
お
中
日
）
二
一
日
（
振
替
休
日
） 

９
時
か
ら
４
時
ま
で
７
０
０
０
円 

ご
希
望
さ
れ
る

方
は
電
話
下
さ
い
。
１
０
人
で
〆
切
り
ま
す
。 

０
３-

３
３
２
６-

７
３
３
７ 

１８０万円の完成墓地 

「倶会一処」に散骨  

家族の手で散骨 

桜の樹の下の散骨 

忘れ形見として手元に 


