
核
家
族
化
や
高
齢
独
居
世
帯
の
増
加
で
従
来
型
の

葬
儀
や
墓
の
維
持
は
い
よ
い
よ
難
し
く
な
り
、
さ
ら

に
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
葬
儀
の
規
模
縮
小
な
ど
に
よ
っ

て
、
死
と
葬
送
の
あ
り
方
は
か
つ
て
な
い
変
化
に
直

面
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
近
年
は
若
い
世
代
を
含

め
、
寺
で
の
座
禅
や
写
経
が
静
か
な
ブ
ー
ム
に
な
る

な
ど
、
寺
院
と
の
関
わ
り
は
葬
祭
を
離
れ
た
幅
の
広

さ
を
見
せ
て
い
る
。

そ
う
し
た
な
か
、
長
寿
＝
多
死
社
会
を
迎
え
る
私

た
ち
は
、
現
状
と
ど
う
向
き
合
い
、
死
生
に
関
す
る

思
想
と
文
化
を
ど
の
よ
う
に
育
む
べ
き
か
。
大
阪
・

天
王
寺
の
古
刹
で
長
年
に
わ
た
り
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動

を
続
け
て
き
た
秋
田
光
彦
氏
に
、
こ
れ
か
ら
の
葬
送

や
寺
の
役
割
を
は
じ
め
幅
広
く
お
話
を
伺
っ
た
。

秋
田
氏
は
性
格
の
ま
っ
た
く
違
う
ふ
た
つ
の
寺
院
の

住
職
を
務
め
る
。
ひ
と
つ
は
、
４
7
０
年
の
歴
史
を
持

つ
浄
土
宗
大
蓮
寺
。
古
く
か
ら
の
檀
家
が
い
る
な
か
、

永
代
供
養
墓
や
納
骨
堂
な
ど
「
お
墓
の
継
承
者
が
い
な

い
」
と
悩
む
人
が
多
い
現
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
お

墓
も
用
意
し
、
本
堂
で
は
通
常
の
葬
儀
も
可
能
だ
。
も

う
ひ
と
つ
は
大
蓮
寺
の
塔た

つ

頭ち
ゆ
う

（
寺
内
寺
院
）
で
、
江
戸

時
代
に
創
建
さ
れ
た
應
典
院
。
本
寺
と
と
も
に
第
二
次

世
界
大
戦
中
の
空
襲
で
灰か

い

燼じ
ん

に
帰
し
た
が
、
１
９
９
７

年
に
秋
田
氏
が
「
葬
式
を
し
な
い
寺
」
と
し
て
再
建
し

た
。
檀
家
な
し
、
墓
な
し
、
葬
儀
場
な
し
の
應
典
院
は
、

一
般
の
お
寺
と
は
か
け
離
れ
た
風
貌
で
、
現
代
的
な
建

築
物
の
中
に
劇
場
型
の
本
堂
や
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
を
持

ち
、
演
劇
や
美
術
展
、
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
や
ワ
ー
ク

化
に
よ
っ
て
す
で
に
危
う
か
っ
た
寺
院
の
経
済
基
盤
が
、

い
よ
い
よ
不
安
定
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
し
か
し
、
こ
こ
へ
来
て
第
３
の
フ
ェ
ー
ズ
が
訪
れ
て

い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
に
な
っ
て
か
ら
の
期
間
、
き
ち
ん

と
葬
儀
・
法
要
を
営
め
な
か
っ
た
人
が
心
に
あ
い
ま
い

な
喪
失
感
を
抱
え
、
あ
ら
た
め
て
供
養
し
た
い
感
情
が

高
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
『
弔
い
直
し
』
へ
の

欲
求
と
定
義
し
て
報
道
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
が
話
題
に

な
る
な
ど
、
先
祖
供
養
の
感
情
が
回
復
す
る
な
か
で
、

日
本
仏
教
が
新
た
な
価
値
を
作
り
出
し
、
発
信
し
て
い

く
転
機
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

「
弔
い
直
し
」
が
注
目
さ
れ
る
今
日
に
至
る
ま
で
、
秋

田
氏
は
「
戦
後
の
葬
式
の
変
遷
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

１
・
０
、２
・
０
、３
・
０
の
段
階
が
あ
っ
た
」
と
語
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
葬
式
が
社
交
儀
礼
の
一
環
で
あ
り
、

町
内
会
や
会
社
の
同
僚
な
ど
縁
故
者
が
総
動
員
さ
れ
て

い
た
昭
和
期
が
１
・
０
。
平
成
以
降
は
不
況
と
と
も
に

葬
式
の
規
模
が
縮
小
し
て
い
き
、
２
０
０
０
年
代
終
盤

に
ネ
ッ
ト
の
葬
儀
仲
介
業
者
が
台
頭
し
て
き
た
頃
に

２
・
０
を
迎
え
る
。
一
部
の
業
者
が
お
布
施
の
相
場
表

を
サ
イ
ト
で
公
開
し
た
り
、
葬
式
不
要
論
が
注
目
さ
れ

た
り
す
る
な
ど
、
葬
式
が
た
ん
に
「
死
者
に
対
す
る
消

費
」
の
ご
と
く
扱
わ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
の
だ
。
が
、

そ
の
直
後
に
３
・
０
の
段
階
が
訪
れ
る
。
２
０
１
１
年

の
東
日
本
大
震
災
が
、
日
本
全
土
に
弔
い
と
ケ
ア
の
精

神
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

「
私
も
被
災
地
を
訪
れ
ま
し
た
が
、
東
北
に
は
連
綿
と

続
い
て
き
た
民
俗
的
な
供
養
の
文
化
が
あ
り
ま
し
た
。

死
者
の
霊
を
慰
め
、
遺
族
を
癒
や
す
た
め
に
僧
侶
の
姿

が
求
め
ら
れ
、
死
者
と
の
交
感
の
重
要
性
が
語
ら
れ
た

こ
と
で
『
葬
式
仏
教
、
侮
り
難
し
』
と
い
う
捉
え
方
が

人
々
の
間
に
生
ま
れ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
今
、
葬
儀
と
寺
は
４
・
０
へ
向
か
っ
て
い
る

実
感
が
あ
り
ま
す
。
お
寺
が
関
わ
る
場
所
は
葬
式
と
い

う
『
点
』
だ
け
で
な
く
、
介
護
医
療
や
死
後
に
ま
つ
わ

る
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
の
『
線
』、
地
域
の
つ
な
が
り
を

生
む
場
づ
く
り
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ケ
ア
と
い
う

『
面
』
に
進
化
し
て
い
く
。
そ
の
役
割
と
意
義
は
、
い

よ
い
よ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
多
様
化
す
る
は
ず
で
す
」

生
前
墓
に
集
い
、
来
る
べ
き
死
を
意
識
す
る

伝
統
寺
院
と
し
て
の
た
た
ず
ま
い
を
大
切
に
し
な
が

ら
も
、
大
蓮
寺
の
墓
は
多
様
だ
。
檀
家
を
対
象
と
し
た

承
継
墓
の
ほ
か
に
、
継
承
者
不
要
の
墓
域
や
納
骨
堂
が

４
種
類
あ
る
。
生
前
個
人
墓
の
「
自じ

然ね
ん

」、
豊
か
な
緑

に
包
ま
れ
た
屋
外
納
骨
堂
「
縁え

に
し

」、
少
人
数
の
葬
儀
も

可
能
な
「
と
も
い
き
堂
」
内
の
納
骨
壇
「
共ぐ

念ね
ん

」、
堂

内
地
下
の
納
骨
廟
「
共と

も

生い
き

」。
特
に
「
自
然
」
で
は
、

生
前
予
約
を
基
本
に
入
会
後
は
戒
名
・
俗
名
を
刻
ん
だ

シ
ン
プ
ル
で
愛
ら
し
い
墓
碑
が
安
置
さ
れ
、
会
員
が
集

う
「
蓮
華
の
会
」
に
よ
る
生
前
交
流
の
ほ
か
、
春
秋
彼

岸
と
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

の
３
大
法
要
が
合
同
で
営
ま
れ
る
。
永
代

供
養
墓
の
「
縁
」「
共
念
」「
共
生
」
で
も
年
１
回
の
合

同
供
養
会
が
行
わ
れ
、
い
ず
れ
も
過
去
の
宗
教
・
宗
派

は
一
切
問
わ
れ
な
い
。
葬
式
に
つ
い
て
も
、
本
堂
や

「
と
も
い
き
堂
」
で
家
族
の
み
で
行
う
プ
ラ
ン
が
あ
る

な
ど
、
対
応
は
自
在
で
柔
軟
だ
。

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
、
年
に
大
小
１
０
０
以
上
の
イ
ベ
ン
ト

が
開
か
れ
て
き
た
。

伝
統
寺
院
で
あ
る
大
蓮
寺
で
壮
年
や
高
齢
期
の
人
々

に
弔
い
の
場
を
提
供
し
、
新
し
き
寺
と
し
て
の
應
典
院

で
若
い
芸
術
家
た
ち
と
密
に
交
流
し
て
き
た
秋
田
氏
は
、

多
死
社
会
が
到
来
し
、
コ
ロ
ナ
禍
を
迎
え
た
現
代
の
葬

送
に
つ
い
て
、
何
を
感
じ
て
い
る
の
か
。

コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、
葬
儀
は
４
・
０
の
段
階
へ

「
コ
ロ
ナ
禍
の
２
年
は
、
寺
院
と
弔
い
の
視
点
か
ら
捉

え
て
、
３
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
分
け
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
」
と
秋
田
氏
は
言
う
。

「
ウ
イ
ル
ス
の
正
体
が
不
明
で
対
処
の
し
か
た
も
わ
か

ら
な
か
っ
た
初
め
の
頃
は
、
と
に
か
く
生
存
す
る
こ
と

が
大
切
と
い
う
時
期
が
続
き
、
病
院
に
も
足
を
運
べ
な

け
れ
ば
親
の
死
に
目
に
も
会
え
ず
、
火
葬
に
も
立
ち
会

え
な
い
と
い
っ
た
例
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
死
者
と
遺

族
の
権
利
が
蹂じ

ゆ
う

躙り
ん

さ
れ
、
い
わ
ば
『
剥む

き
出
し
の
生
』

［
＊
1
］
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
の
が
第
１
の
フ
ェ
ー
ズ
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
寺
院
も

人
々
の
暮
ら
し
と
断
絶
し
て
い
き
ま
し
た
」

特
に
衝
撃
的
だ
っ
た
の
は
、
１
４
０
０
年
以
上
の
歴

史
を
誇
る
大
阪
・
四
天
王
寺
が
門
を
閉
め
た
こ
と
だ
。

24
時
間
３
６
５
日
い
つ
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
を
受
け
入

れ
る
は
ず
の
古
刹
が
閉
門
し
た
の
は
象
徴
的
で
、
同
じ

頃
に
は
感
染
拡
大
を
危
惧
し
て
葬
式
を
辞
す
る
住
職
も

少
な
か
ら
ず
い
た
と
の
こ
と
。
秋
田
氏
に
よ
れ
ば
、
こ

の
第
２
の
フ
ェ
ー
ズ
で
は
以
前
か
ら
供
養
の
ミ
ニ
マ
ム

奥
山
晶
子
＝
取
材
・
執
筆

宮
村
政
徳
＝
撮
影

多
死
の
時
代
、

「
縁
側
」と
し
て
の
寺
の
役
割

――
弔
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
育
む
も
の　

特
集
／
長
寿
社
会
の
歩
き
方

［
浄
土
宗
大
蓮
寺
・
應
典
院
住
職
］

秋
田
光
彦

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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上／大蓮寺墓域の一画に並ぶ生前個人墓の
「自然」。
下／屋外納骨堂の「縁」。大理石のプレート
の下に、愛らしいガラスの取っ手のついた
納骨スペースがずらりと並んでいる。

ロ
ス
す
る
場
所
が
大
蓮
寺
の
墓
で
あ
り
、
単
身
者
の
増

加
、
無
縁
化
が
進
む
時
代
、
こ
こ
に
は
葬
儀
と
供
養
に

お
け
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
あ
る
の
だ
。
実
際
、
生

前
契
約
者
の
口
か
ら
は
自
然
に
「
葬
式
も
住
職
に
お
願

い
し
た
い
」
と
の
言
葉
が
出
る
と
い
い
、
墓
と
の
結
び

つ
き
が
死
を
自
分
事
と
し
て
身
近
に
捉
え
る
契
機
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
。

し
か
も
、
大
蓮
寺
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
は
墓
や
葬
式

だ
け
で
は
な
い
。「
お
寺
は
縁
側
」（
秋
田
氏
）
す
な
わ

ち
外
部
と
内
部
を
つ
な
ぐ
中
間
領
域
で
あ
る
と
い
う
思

い
か
ら
、
介
護
医
療
や
相
続
な
ど
人
の
死
に
関
連
す
る

悩
み
事
を
専
門
家
へ
つ
な
ぐ
支
援
を
行
い
、
ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
全
般
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い

る
。
代
表
的
な
の
が
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
り
す
シ
ス
テ
ム
」
と

協
働
で
行
っ
て
い
る
終
活
サ
ポ
ー
ト
だ
。

同
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
、
単
身
者
や
夫
婦
だ
け
と
い
っ
た
人
に

終
末
期
や
死
後
の
サ
ポ
ー
ト
を
提
供
す
る
組
織
と
し
て

知
ら
れ
、
入
院
・
老
人
施
設
入
居
時
の
保
証
人
や
医
療

上
の
事
務
、
認
知
症
を
患
っ
た
場
合
の
任
意
後
見
、
葬

式
や
納
骨
、
相
続
の
手
続
き
と
い
っ
た
死
後
事
務
を
あ

ら
か
じ
め
こ
こ
に
預
託
。
こ
の
契
約
は
「
生
前
契
約
」

と
称
さ
れ
、
大
蓮
寺
は
同
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
協
働
す
る
こ
と
で

生
前
や
死
後
の
サ
ポ
ー
ト
に
あ
た
る
仕
組
み
だ
。

死
生
観
を
育
ん
で
き
た
「
葬
式
仏
教
」の
力

「
葬
儀
と
埋
葬
は
大
蓮
寺
に
、
死
後
事
務
を
り
す
シ
ス

テ
ム
に
預
託
す
る
仕
組
み
が
2
0
1
6
年
に
で
き
あ

が
り
、
永
代
供
養
墓
を
利
用
す
る
人
た
ち
の
間
に
広

ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
す
る
と
評
判
を
聞
き
つ
け
た
既

存
の
檀
家
さ
ん
の
な
か
に
も
、
利
用
者
が
増
え
て
い
っ

た
の
で
す
。
檀
家
さ
ん
で
も
後
継
者
が
い
な
く
て
悩
ん

で
い
る
人
は
多
い
の
で
す
が
、
初
耳
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
は
身

構
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
、
菩
提
寺
が
協
働
し
て
い
る
な

ら
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
安
心
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

私
自
身
は
、
こ
の
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
の
範
囲
を
広
げ

る
こ
と
で
、
お
寺
に
持
ち
込
ま
れ
る
相
談
事
の
質
が
明

ら
か
に
変
わ
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。
具
体
的
に

は
今
ま
で
仏
事
相
談
が
中
心
だ
っ
た
の
が
、
だ
ん
だ
ん

自
分
自
身
の
余
命
に
お
け
る
相
談
事
へ
転
換
し
て
い
く
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
お
寺
の
専
門
性
は
拡
張
し
て
い
く
で

し
ょ
う
」

一
方
で
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
お
寺
は
「
葬
式
仏
教
」

と
言
わ
れ
る
ま
で
に
弔
い
と
深
く
関
わ
っ
て
き
た
。
そ

れ
を
大
切
に
し
て
死
生
観
を
育
む
の
も
ま
た
重
要
、
と

秋
田
氏
は
語
る
。

「
死
生
観
を
学
ぼ
う
と
し
た
と
き
に
、
何
を
参
照
す
れ

ば
よ
い
の
だ
ろ
う
と
悩
む
の
は
、
日
本
人
特
有
の
現
象

だ
と
感
じ
ま
す
。
そ
ん
な
折
に
大
事
に
な
る
の
が
、
先

人
た
ち
が
養
っ
て
き
た
生
と
死
の
考
え
方
で
、
死
生
観

と
い
う
の
は
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、
体
験
か
ら
生
ま
れ

て
く
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
人
の
場
合
は
お
墓
や
葬
式

を
媒
介
に
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ

禍
で
葬
儀
が
満
足
に
で
き
な
く
て
喪
失
感
を
覚
え
る
、

親
の
法
事
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
漠
然
と

思
っ
て
い
る
、
そ
う
い
っ
た
『
理
由
は
わ
か
ら
な
い
け

れ
ど
、
ち
ゃ
ん
と
し
て
お
こ
う
』
と
い
う
感
情
が
、
す

べ
て
死
生
観
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
捉
え
れ
ば
、

益
に
は
〈
学
び
、
癒
や
し
、
楽
し
み
〉
の
３
つ
の
役
割

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
秋
田
氏
の
言
う
、

〈
教
育
、
福
祉
、
芸
術
文
化
〉
だ
。
教
育
と
し
て
は
寺

子
屋
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
歴
史
的
に
見
る
と
病
院

や
薬
局
、
社
会
福
祉
施
設
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
寺
院
も
多
い
。
そ
し
て
芸
術
文
化
に
つ
い
て
は
、

能
や
狂
言
を
奉
納
し
た
り
、
新
寺
建
立
の
寄
付
の
た
め

の
勧
進
興
行
が
あ
っ
た
。
應
典
院
の
活
動
は
、
こ
う
し

た
日
本
の
お
寺
本
来
の
姿
に
立
ち
返
る
試
み
な
の
だ
。

終
活
、
看
護
・
介
護
、

そ
し
て
看
取
り
を
学
ぶ
場

「
二
十
数
年
来
、
当
日
の
公
演
準
備
を
す
る
劇
団
の
若

者
に
5
分
間
の
法
話
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
最
近
は
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
な
ど
環
境
問
題
に
関
す
る
話
題
が
取
り
沙
汰
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
問
題
は
横
軸
の
つ
な
が
り

無
宗
教
と
い
わ
れ
る
日
本
人
で
も
、
死
生
観
を
求
め
て

い
る
の
で
す
。

初
め
は
お
墓
の
相
談
で
も
い
い
。
お
寺
に
足
を
踏
み

入
れ
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
縁
を
大
事
に
し
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
お
墓
を
求
め
に
く
る
こ
と
は
死
生
観
の
入

り
口
に
立
た
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、『
こ
こ
が
あ

な
た
の
お
墓
で
す
よ
』
と
指
し
示
さ
れ
て
、『
住
職
、

す
ご
く
安
心
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
元
気
に
生
き
て
い

け
ま
す
』
と
お
っ
し
ゃ
る
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
お

墓
を
持
つ
こ
と
で
、
生
き
方
の
質
が
変
わ
っ
て
い
く
ん

で
す
ね
」

日
本
人
に
習
慣
化
、
定
着
化
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
葬

式
仏
教
」
が
育
ん
で
き
た
確
か
な
死
生
観
。
仏
壇
や
墓

で
先
祖
を
供
養
し
、
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
安
心
す
る

の
だ
と
し
た
ら
、
我
々
に
と
っ
て
確
か
に
そ
こ
が
死
と

生
に
つ
い
て
学
ぶ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

〝
無
縁
所
〟と
し
て
の「
葬
式
を
し
な
い
寺
」

大
蓮
寺
に
お
け
る
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
を
さ
ら
に
広
義

に
捉
え
る
こ
と
で
、「
面
」
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ケ
ア
に
挑
ん
で
き
た
の
が
塔
頭
の
應
典
院
だ
。

ホ
ー
ル
型
の
本
堂
で
再
建
直
後
の
１
９
９
７
年
か
ら

始
め
ら
れ
た
「
應
典
院
舞
台
芸
術
祭
」
は
、
劇
場
主
催

で
は
な
く
應
典
院
と
い
う
場
に
集
う
市
民
が
主
催
す
る

演
劇
祭
。
98
年
か
ら
は
23
年
に
わ
た
り
、
総
合
芸
術
文

化
祭
「
コ
モ
ン
ズ
フ
ェ
ス
タ
」
が
行
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま

な
ア
ー
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開

催
さ
れ
た
。
ほ
か
に
も
年
３
、４
回
の
「
應
典
院
寺
子

屋
ト
ー
ク
」
で
は
、
教
育
や
福
祉
、
ア
ー
ト
、
宗
教
、

ま
ち
づ
く
り
な
ど
の
実
践
家
や
研
究
家
を
招
聘
し
て
講

演
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
活
発
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。

一
見
、
弔
い
や
死
生
観
と
は
直
接
つ
な
が
り
の
な
い

芸
術
活
動
に
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
日
本
の
お
寺
の

原
点
に
立
ち
返
る
活
動
」
と
秋
田
氏
は
言
う
。

「
か
の
Ｐ
・
Ｆ
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
著
書
『
非
営
利
組
織

の
経
営
』
の
日
本
語
版
序
文
で
『
最
古
の
非
営
利
機
関

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
は
、
日
本
に
あ
る
。
奈
良
の
古
寺
が
そ
れ
で

あ
る
』
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
行ぎ

よ
う

基き

集
団
［
＊
2
］
に
よ
る
社
会
事
業
と
も
思
わ
れ
ま
す
が
、

同
時
に
地
域
の
自
治
拠
点
と
し
て
の
お
寺
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
中
世
に
は
、
今

で
言
う
『
無
縁
社
会
』
と
は
正
反
対
の
意
味
の
『
無む

縁え
ん

所じ
よ

』［
＊
3
］
と
し
て
の
寺
が
あ
り
、
社
会
的
シ
ェ
ル
タ
ー

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
を
受
け
入
れ
て
き
た
歴
史
が

あ
っ
た
点
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
が
生
き
る
現
代
に
お
い
て
、
教
育
、
福
祉
、

芸
術
文
化
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
官
か
ら
公
金
が
投

入
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
昔
は
必
ず
し
も
国
任
せ
で
は
な

く
、
ロ
ー
カ
ル
で
生
み
出
さ
れ
る
互
恵
的
な
関
係
が
生

活
を
成
り
立
た
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
仏
教
の

利
他
的
精
神
や
『
お
か
げ
さ
ま
』
の
信
心
が
あ
り
、
公

益
的
な
場
と
し
て
の
お
寺
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
時

代
と
と
も
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
化
さ
れ
て
い
き
、
寺
院
に

は
葬
式
と
お
墓
だ
け
が
残
っ
た
と
い
う
の
が
現
状
だ
と

思
い
ま
す
」

実
際
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
し
て
の
お
寺
の
源
流
を
た
ど
っ
て

い
く
と
、
か
つ
て
地
域
の
な
か
で
お
寺
が
果
た
し
た
公

「『
自
然
』
の
生
前
契
約
者
の
方
は
ほ
と
ん
ど
が
単
身

者
や
ご
夫
婦
の
み
で
、
継
承
者
が
い
な
い
状
態
で
す
。

合
同
法
要
で
は
、
契
約
者
ら
が
す
で
に
お
墓
に
葬
ら
れ

た
人
た
ち
へ
祈
り
を
捧
げ
、
い
ず
れ
は
自
分
も
入
る
お

墓
の
前
で
伝
統
的
な
供
養
の
リ
ハ
ー
サ
ル
を
し
つ
つ
、

だ
ん
だ
ん
と
供
養
を
担
う
当
事
者
の
身
ご
な
し
に
な
っ

て
い
く
。
そ
ん
な
姿
を
、
た
く
さ
ん
見
て
き
ま
し
た
」

供
養
の
予
行
演
習
で
、
参
加
者
は
同
じ
墓
へ
入
る

人
々
と
の
横
の
つ
な
が
り
を
得
る
。
さ
ら
に
「
墓
友
」

と
し
て
交
流
し
て
い
た
人
の
死
を
知
り
、
時
間
軸
と
し

て
の
縦
の
つ
な
が
り
も
実
感
す
る
。
横
軸
と
縦
軸
が
ク
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「ともいき堂」内の納骨壇「共念」（写真左手奥）には、
ガラスの骨壺に収められた遺骨が並ぶ。



月１回「ともいき堂」で開催される「おてら終活カフェ」の様子。
写真提供（中央・下）／應典院

應典院「コモンズフェスタ」で開かれた「詩の学校」。
右手奥には本尊が見える。

應典院のロビーからは、隣接する大蓮寺の墓域が一望できる。

で
あ
る
現
代
の
我
々
の
利
益
ば
か
り
を
追
求
し
、
縦
軸

に
あ
る
未
来
を
大
切
に
し
な
い
こ
と
か
ら
起
こ
る
。
そ

う
い
っ
た
課
題
を
浄
土
宗
の
教
え
と
関
連
さ
せ
て
法
話

を
行
う
と
、
若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
心
に
は
と
て

も
よ
く
響
く
よ
う
で
す
。
国
の
公
的
な
制
度
や
サ
ー
ビ

ス
も
大
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
人
ひ
と
り
の
心
の

問
題
と
し
て
説
き
直
す
と
、
彼
ら
は
熱
心
に
聞
い
て
く

れ
る
ん
で
す
ね
。

そ
う
し
た
場
に
坊
さ
ん
が
出
て
い
く
と
『
布
教
さ
れ

る
の
で
は
』
と
の
拒
否
反
応
が
あ
る
か
と
思
っ
た
の
で

す
が
、
幸
い
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
劇
団
員
の
な
か
に
は
ス
テ
ー
ジ
か
ら
見

え
る
大
蓮
寺
の
墓
域
を
前
に
、
生
き
て
い
る
観
客
の
ほ

か
、
墓
地
に
静
か
に
眠
る
死
者
へ
向
け
て
演
じ
て
い
る

気
持
ち
に
な
っ
た
、
と
い
う
人
た
ち
も
少
な
く
な
い
の

に
驚
い
て
い
ま
す
」

自
他
と
も
に
認
め
る
「
日
本
一
、
若
者
の
集
ま
る

寺
」。
し
か
し
集
う
の
は
若
い
人
ば
か
り
で
は
な
く
、

最
近
は
お
寺
を
終
活
の
場
と
し
て
提
供
す
る
機
会
が
特

に
多
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
。
僧
侶
や
終
活
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
て
の
「
お
て
ら
終
活
カ
フ
ェ
」

は
、
そ
の
代
表
例
だ
。
参
加
者
は
お
寺
で
の
終
活
だ
か

ら
お
墓
や
葬
式
の
こ
と
を
話
す
の
だ
ろ
う
、
と
や
っ
て

く
る
。
し
か
し
、
毎
回
広
範
な
話
題
が
提
供
さ
れ
る
カ

フ
ェ
に
通
う
う
ち
、「
話
者
が
一
方
的
に
話
す
だ
け
で

は
な
く
、
必
ず
み
ん
な
で
シ
ェ
ア
を
行
い
、
相
談
、
協

働
、
教
育
の
３
つ
を
指
針
に
し
て
い
ま
す
」（
秋
田
氏
）

と
い
う
活
動
の
あ
り
方
を
通
じ
、
そ
こ
が
死
生
観
を
育

む
場
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
の
だ
。

應
典
院
に
は
ま
た
、
大
切
な
人
を
亡
く
し
た
悲
し
み

と
静
か
に
向
き
合
う
グ
リ
ー
フ
・
ケ
ア
［
＊
4
］
や
、
看

護
師
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
終
末
期
の
医
療

と
お
寺
の
連
携
を
強
化
す
る
機
会
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。

死
を
目
前
に
し
て
の
看
護
、
介
護
、
看
取
り
の
問
題
は

専
門
家
に
と
っ
て
も
学
ぶ
べ
き
余
地
が
多
く
、
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
な
問
題
を
話
し
や
す
い
お
寺
が
、
患
者
や
家

族
、
そ
し
て
看
護
師
自
身
の
心
の
ケ
ア
を
学
ぶ
場
と
し

て
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

「
特
に
浄
土
教
は
、
臨
終
儀
礼
や
今
の
ホ
ス
ピ
ス
で
の

ケ
ア
に
通
じ
る
手
続
き
に
つ
い
て
文
献
が
多
く
残
っ
て

お
り
、
ど
う
や
っ
て
往
生
を
遂
げ
る
か
の
プ
ロ
セ
ス
を

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
役
割
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
阿あ

弥み

陀だ

来ら
い

迎ご
う

図ず

を
ま
さ
に
死
に
ゆ
く
人
の
枕

元
に
祀
り
、
画
中
の
仏
様
と
本
人
の
手
を
五
色
の
糸
で

結
ぶ
こ
と
で
、
死
後
に
往ゆ

く
場
所
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
具
現

化
す
る
な
ど
は
、
そ
の
典
型
で
し
ょ
う
」

と
は
い
え
、
秋
田
氏
は
そ
う
し
た
活
動
の
な
か
で
特

定
の
宗
教
観
を
押
し
つ
け
よ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
専
門
家
と
連
携
し
つ
つ
、「
開
か
れ
た
寺
」

「
縁
側
」
と
し
て
の
役
割
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
。

「
寺
は
確
か
に
布
教
施
設
で
す
が
、
よ
り
大
き
な
間
口

を
設
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
あ
る
程
度
の

年
齢
に
な
り
死
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
時
期
を
、
私
は

周
産
期
な
ら
ぬ
周
死
期
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
年

代
だ
け
に
閉
じ
る
こ
と
な
く
、
全
世
代
型
で
ケ
ア
を

行
っ
て
い
き
た
い
。
演
劇
を
し
て
い
る
若
い
世
代
に
も
、

小
さ
な
子
ど
も
に
も
、
そ
の
親
世
代
に
も
、
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
・
ケ
ア
と
は
言
い
切
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ケ
ア
と
い
う
一
番
広
い
間
口
で
向
き
合
っ
て
い

く
の
が
理
想
で
す
」

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ケ
ア
こ
そ

寺
院
の
新
し
い
役
割

秋
田
氏
は
２
０
２
１
年
の
年
頭
に
「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ケ
ア
寺
院
宣
言
！
」
を
行
い
、
大
阪
府
看
護
協

会
と
の
連
携
で
病
院
以
前
の
健
康
相
談
の
た
め
の
「
ま

ち
の
保
健
室
」、
さ
ら
に
株
式
会
社
ナ
ー
ス
ケ
ア
と
協

力
し
て
の
「
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
さ
っ
と
さ
ん

が
應
典
院
」
を
立
ち
上
げ
た
。
つ
な
が
り
の
希
薄
化
か

ら
生
じ
る
地
域
の
問
題
解
決
や
コ
ロ
ナ
禍
で
途
切
れ
た

縁
の
結
び
直
し
に
お
い
て
、
氏
自
身
は
今
後
ど
ん
な
取

り
組
み
を
視
野
に
入
れ
、
ま
た
日
本
の
お
寺
は
ど
こ
へ

向
か
う
の
だ
ろ
う
か
。

「
今
後
は
、
應
典
院
だ
け
で
な
く
全
国
の
寺
院
が
、
限

り
な
く
福
祉
的
な
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
感
じ
て

い
ま
す
。
多
死
社
会
に
あ
っ
て
無
縁
化
が
進
む
な
か
、

全
国
７
万
４
０
０
０
あ
る
と
い
う
寺
院
が
、
役
所
の
制

度
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
き
れ
な
い
人
た
ち
の
受

け
皿
に
な
っ
た
ら
、
す
ご
い
こ
と
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
。

今
、
ケ
ア
の
世
界
で
一
番
重
要
と
さ
れ
る
の
は
、
生

前
の
意
思
表
示
の
問
題
で
す
。
Ａ
Ｃ
Ｐ
［
＊
5
］
で
は
、

最
期
が
近
づ
い
た
ら
本
人
と
医
療
者
、
家
族
が
話
し
合

い
を
と
す
す
め
て
い
ま
す
が
、
で
は
家
族
が
い
な
い
人

は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
信
頼
で
き
る
第
三
者
で
も

い
い
と
い
っ
て
も
、
終
日
ベ
ッ
ド
の
上
に
い
る
末
期
で

は
、
新
た
な
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
は
ま
ず
で
き
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
ケ
ア
を
担
う
側
が
ど
う
前
倒
し
で
関
係

性
を
築
い
て
い
け
る
か
が
、
地
域
の
大
き
な
課
題
に
な

る
。
そ
ん
な
時
に
お
寺
と
い
う
場
所
が
持
っ
て
い
る
空

間
、
時
間
的
包
摂
の
大
き
さ
が
役
に
立
つ
の
で
は
な
い

か
…
…
つ
な
ぎ
の
場
、
縁
側
と
し
て
の
寺
の
役
割
は
大

き
い
で
す
ね
」

も
ち
ろ
ん
各
宗
派
や
各
寺
院
に
は
、
教
義
が
あ
り
、

信
念
も
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
外
部
を
阻
ん
で
し
ま
っ

て
は
い
け
な
い
、
と
秋
田
氏
は
考
え
る
。
結
束
し
な
が

ら
上
手
に
開
い
て
い
く
、
そ
ん
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ

タ
ル
の
あ
り
方
の
実
践
。
そ
う
し
た
局
面
で
「
呼
吸
す

る
寺
」
と
も
呼
ば
れ
る
應
典
院
が
、
そ
の
た
と
え
の
通

り
に
多
く
の
人
を
引
き
つ
け
、
縁
を
結
ん
で
寺
の
外
へ

送
り
出
し
て
い
く
の
が
秋
田
氏
の
願
い
で
も
あ
る
。

「
悩
め
る
現
代
人
に
、
つ
な
が
り
と
い
う
社
会
的
処
方

を
与
え
る
お
寺
に
な
り
た
い
。
そ
の
た
め
の
資
源
は
十

分
蓄
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
そ
れ
を
ど
う
活

秋
田
光
彦
（
あ
き
た
・
み
つ
ひ
こ
）

浄
土
宗
大
蓮
寺
・
應
典
院
住
職
。
パ
ド
マ
幼
稚
園
園
長
。

１
９
５
５
年
、
大
阪
市
生
ま
れ
。
明
治
大
学
文
学
部
演

劇
学
科
卒
。
ぴ
あ
株
式
会
社
在
勤
中
、
多
く
の
映
画
の

製
作
・
脚
本
に
関
わ
る
。
１
９
９
７
年
に
劇
場
型
寺
院

應
典
院
を
再
建
。
著
書
に
『
葬
式
を
し
な
い
寺
―
―
大

阪
・
應
典
院
の
挑
戦
』（
新
潮
新
書
）、『
今
日
は
泣
い
て
、

明
日
は
笑
い
な
さ
い
』（
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
）、『
と
も
に
生
き
る
仏
教
―
―

お
寺
の
社
会
活
動
最
前
線
』（
共
著
・
ち
く
ま
新
書
）
な
ど
、
編
著
に
『
生
と
死

を
つ
な
ぐ
ケ
ア
と
ア
ー
ト
―
―
分
か
た
れ
た
者
た
ち
の
共
生
の
た
め
に
』（
生
活
書

院
）
が
あ
る
。

注＊
1 

イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
言
葉
。「
ビ
オ
ス
（
社

会
的
・
政
治
的
な
生
）」
を
奪
わ
れ
、「
ゾ
ー
エ
ー（
生
物
的
な
生
）」
し
か

持
た
な
い
状
態
の
こ
と
。

＊
2 

僧
・
行
基
（
６
６
８
～
７
４
９
年
）
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
信
仰
集
団
。

畿
内
一
帯
で
広
く
社
会
事
業
を
行
い
、
行
基
自
身
は
聖
武
天
皇
よ
り
東
大

寺
造
立
の
責
任
者
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

＊
3 

地
縁
・
血
縁
の
し
が
ら
み
を
超
え
、
職
業
や
階
層
を
問
わ
ず
流
れ
者
や
芸

能
民
な
ど
あ
ら
ゆ
る
人
を
受
け
入
れ
る
自
由
空
間
と
し
て
の
寺
の
あ
り
方

の
こ
と
。

＊
4 

死
別
に
よ
る
深
い
悲
嘆
（grief

）
を
ケ
ア
す
る
こ
と
。

＊
5 Advance Care Planning

の
略
称
。
人
生
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
将

来
の
変
化
に
備
え
、
本
人
・
家
族
・
医
療
・
ケ
ア
チ
ー
ム
が
医
療
お
よ
び

ケ
ア
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
本
人
の
意
思
決
定
を
支
援
す
る
プ
ロ
セ
ス
。

か
す
か
が
課
題
で
す
。『
親
の
供
養
に
つ
い
て
相
談
し

た
い
』『
終
活
に
不
安
が
あ
る
』
な
ど
、
皆
さ
ん
、
山

門
を
通
る
表
向
き
の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
よ
く

よ
く
話
を
聞
い
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
ご
自
身
の
隠
さ
れ

て
い
た
本
音
が
出
て
く
る
。
そ
の
点
、
す
で
に
あ
る
問

題
を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
も
問
題
と
寄

り
添
い
続
け
る
寺
院
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
」

２
０
２
５
年
に
は
団
塊
の
世
代
８
０
０
万
人
が
後
期

高
齢
者
と
な
り
、
2
0
4
0
年
に
は
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア

が
65
歳
を
迎
え
る
日
本
で
、
人
々
は
何
を
考
え
、
ど
う

振
る
舞
う
よ
う
に
な
る
の
か
。
２
つ
の
寺
院
の
多
様
な

取
り
組
み
は
、
私
た
ち
に
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
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