
                           

、 

 

明
珠
在
掌 

（
み
ょ
う
じ
ゅ
た
な
ご
こ
ろ
に
あ
り
） 

 
 
 
 

 

碧
巌
録
（
へ
き
が
ん
ろ
く
・
中
国
、

宗
の
時
代
に
作
ら
れ
た
禅
の
語
録
）
に

あ
る
言
葉
で
す
。
明
珠
と
は
真
に
尊
い

宝
石
の
こ
と
で
、
「
仏
心
」「
仏
性
」
を

表
し
ま
す
。
掌
は
字
の
ご
と
く
「
手
の

ひ
ら
」、
本
当
に
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
仏
心
は
す
ぐ
そ
こ
、
掌
の
中
に

あ
る
と
い
う
意
味
の
禅
語
で
す
。 

そ
の
言
葉
を
わ
か
り
や
す
く
説
い
た

た
と
え
話
（
衣
裏
の
繋
珠
）
が
あ
り
ま

す
。
あ
る
貧
し
い
人
が
一
人
の
金
持
ち

の
友
人
の
家
で
歓
待
さ
れ
、
気
分
良
く

酒
に
酔
っ
て
眠
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し

た
。
友
人
は
何
と
か
こ
の
男
を
貧
困
か

ら
助
け
出
し
た
い
と
考
え
、
男
の
着
物

裏
に
明
珠
（
宝
珠
と
も
・
一
生
か
け
て

も
困
ら
な
い
ほ
ど
の
価
値
あ
る
宝
の

珠
）
を
縫
い
付
け
て
所
用
で
出
か
け
て

し
ま
い
ま
す
。
酔
っ
て
そ
の
こ
と
に
気

付
か
ず
に
い
た
男
は
そ
の
後
も
ま
た
貧

乏
な
暮
ら
し
を
続
け
て
い
ま
し
た
が
、 

  

 

 
 

 
  

あ
る
と
き
友
人
と
偶
然
再
会
し
ま
す
。

友
人
は
こ
の
男
の
最
初
に
出
会
っ
た
時

と
全
く
同
じ
貧
し
い
身
な
り
に
驚
き
、

「
私
は
あ
な
た
の
衣
の
裏
に
宝
の
珠
を

縫
い
付
け
て
お
い
た
の
だ
」
と
伝
え
ま

す
。
男
は
そ
の
大
切
な
明
珠
を
い
つ
も

持
ち
続
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
見

つ
け
ら
れ
ず
に
い
ま
し
た
。 

        

よ
う
や
く
そ
の
こ
と
に
気
付
き
そ
の
後

は
明
珠
の
お
か
げ
で
何
不
自
由
な
く
豊

か
に
暮
ら
し
た
と
い
い
ま
す
。 

 

ど
ん
な
に
貴
い
大
事
な
明
珠
（
仏
心
）

を
持
っ
て
い
て
も
そ
れ
に
気
付
か
な
か

っ
た
ら
、
自
分
の
一
生
を
空
し
く
過
ご

し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 
 

大
本
山
永
平
寺
で
は
、
今
年
も
二
月 

中
旬
よ
り
沢
山
の
修
行
僧
が
上
山
い
た 

し
ま
し
た
。
修
行
と
は
み
な
誰
も
が
本

来
持
っ
て
い
る
自
分
の
内
に
あ
る
宝

「
仏
心
」「
仏
性
」「
明
珠
」
に
気
付
き
、

そ
の
宝
を
磨
き
上
げ
て
い
く
こ
と
に
他

な
り
ま
せ
ん
。 

永
平
寺
を
お
開
き
に
な
ら
れ
た
道
元

禅
師
さ
ま
は
、『
玉
は
琢
磨
に
よ
り
て
器

と
な
る
、
人
は
錬
磨
に
よ
り
て
仁
と
な

る
。
何
の
玉
か
、
初
め
よ
り
光
あ
る
、
誰

人
か
初
心
よ
り
利
な
る
。
必
ず
み
が
く

べ
し
す
べ
か
ら
ず
練
る
べ
し
、
自
ら
卑

下
し
て
学
道
を
ゆ
る
く
す
る
こ
と
な
か

れ
』（
正
法
眼
蔵
随
聞
記
）
と
示
さ
れ
ま

し
た
。
た
と
え
明
珠
を
手
に
入
れ
た
と

し
て
も
そ
の
ま
ま
で
は
輝
き
は
得
ら
れ

ま
せ
ん
。
初
め
か
ら
光
り
輝
く
明
珠
は

あ
り
ま
せ
ん
。
毎
日
の
修
行
の
積
み
重

ね
に
よ
り
明
珠
は
輝
き
を
増
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
拡
大
が
続
き

早
三
年
目
、
月
日
の
経
つ
の
が
と
て
も

早
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
う
か
う
か
し
て

お
ら
れ
ま
せ
ん
、
せ
っ
か
く
授
か
っ
て

い
る
明
珠
で
す
。
最
後
の
最
後
ま
で
大

切
に
磨
き
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。 

 

 

令
和
四
年 

年
回
忌
表 

[

回
忌] 

 
 

[

没
年] 

一
周
忌     

令
和
三
年 

三
回
忌     

令
和
二
年 

七
回
忌     

平
成
二
十
八
年 

十
三
回
忌   

平
成
二
十
二
年 

十
七
回
忌   

平
成
十
八
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
十
二
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
八
年 

三
十
三
回
忌 

平
成
二
年 

五
十
回
忌   

昭
和
四
十
八
年 

百
回
忌     

大
正
十
二
年 

 

▼
令
和
四
年
度(2

0
2
2

)

の
年
回
忌
表
で

す
。
当
寺
で
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か

ら
本
堂
に
は
張
り
出
し
し
て
い
ま
せ
ん
。

正
当
各
家
に
は
昨
年
十
一
月
中
旬
に
通

知
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
日
曜
・
祝
日
の
ご
法
事
の
申
し
込
み
は

お
早
め
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

▼
「
周
」
は
「
め
ぐ
る
」
こ
と
を
意
味
す

る
言
葉
で
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど

一
め
ぐ
り
し
た
翌
年
の
そ
の
日
を
一
周

忌
と
呼
ぶ
。
回
忌
と
は
亡
く
な
ら
れ
た
日

を
最
初
の
忌
日
と
考
え
て
、
三
回
目
の
忌

日
が
「
三
回
忌
」
と
な
る
。
以
降
は
丸
六

年
目
が
七
回
忌
、
丸
十
二
年
目
が
十
三
回

忌
と
な
る
。
三
十
三
回
忌
が
弔
い
納
め
。 

宗旨 曹洞宗（そうとうしゅう）/ 本尊 釈迦牟尼仏 / 両祖 永平寺道元禅師 總持寺瑩山禅師 (一仏両祖) 
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聖
護
寺
（
し
ょ
う
ご
じ
） 

 

熊
本
県
菊
池
市
の
山
奥
、
鳳
来
の
地
に

あ
る
聖
護
寺
と
い
う
古
刹
は
、
菊
池
一
族

十
三
代
目
菊
池
武
重
の
帰
依
に
よ
り
延

元
元
年
に
高
僧
、
大
智
禅
師
が
開
か
れ
た

お
寺
で
す
。 

           

武
重
自
身
も
こ
こ
で
修
行
を
積
み
、
菊

池
一
族
は
大
智
禅
師
に
仏
法
を
学
び
、
聖

護
寺
は
菊
池
一
族
の
精
神
的
支
柱
と
な

っ
て
い
ま
し
た
。
聖
護
寺
は
大
智
禅
師
以

後
十
数
代
目
ま
で
続
き
ま
し
た
が
、
廃
寺

と
な
っ
て
五
百
年
間
、
肥
後
菊
池
氏
も
滅

び
、
移
り
変
わ
る
歴
史
を
経
て
、
昭
和
十

七
年
に
村
上
素
道
老
師
が
入
り
復
興
し

ま
し
た
。 

 

聖
護
寺
は
現
在
、
国
際
修
行
道
場
と
し

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
、
メ
キ
シ

コ
な
ど
世
界
か
ら
修
行
者
が
集
ま
る
お

寺 

寺
で
す
。
私
は
愛
媛
県
に
修
行
に
行
っ
た

一
年
目
に
こ
こ
に
来
ま
し
た
の
で
、
慣
れ

な
い
こ
と
が
多
い
中
、
世
界
の
僧
侶
男
女

十
六
名
と
秋
か
ら
春
に
か
け
て
修
行
を

共
に
し
ま
し
た
。「D

e
p

a
rtin

g
 fro

m
 th

e
 

e
g
o
ce

n
tric se

lf 

吾
我
を
離
る
る
、
自
己

中
心
的
な
私
を
捨
て
去
り
行
く
」
と
い
う

主
題
あ
る
生
活
で
す
。
聖
護
寺
に
集
ま
っ

た
皆
は
、
将
来
、
正
し
く
仏
道
を
伝
え
る

指
導
者
に
な
る
よ
う
な
方
ば
か
り
で
し

た
。
私
は
そ
の
よ
う
な
志
の
高
い
皆
と
過

ご
し
た
聖
護
寺
で
の
時
間
を
大
事
に
受

け
止
め
て
い
ま
す
。 

 

普
段
は
電
気
や
ガ
ス
が
な
く
て
ラ
ン

プ
で
生
活
し
て
い
る
聖
護
寺
も
、
こ
の
修

行
期
間
は
電
気
と
ガ
ス
が
つ
き
ま
し
た
。

寒
さ
の
厳
し
い
季
節
の
修
行
で
大
雪
で

し
た
。
雪
を
初
め
て
見
た
と
い
う
人
も
い

ま
し
た
。
私
は
地
元
の
皆
さ
ん
や
仲
間
と

協
力
し
て
料
理
を
担
当
し
ま
し
た
。
質
素

で
し
た
が
、
た
ま
に
ピ
ラ
フ
や
香
味
の
き

い
た
ス
ー
プ
を
作
る
と
喜
ん
で
食
べ
て

く
れ
ま
し
た
。
地
元
の
皆
さ
ん
の
料
理
が

お
い
し
い
と
喜
ん
で
食
べ
て
い
た
こ
と

が
本
当
に
よ
か
っ
た
で
す
。 

 

修
証
義
と
い
う
お
経
の
始
め
に
「
生
を

明
ら
め
死
を
明
ら
む
る
は
仏
家
一
大
事

の
因
縁
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
生
ま
れ
る
、

生
き
て
い
る
、
死
ぬ
、
こ
れ
を
明
ら
か
に 

         

す
る
こ
と
が
仏
の
教
え
で
す
。
聖
護
寺
で

自
己
を
見
つ
め
た
皆
は
お
釈
迦
様
の
よ
う

に
い
つ
も
思
慮
深
い
様
子
で
し
た
。
変
化

を
繰
り
返
す
世
の
中
に
人
は
は
か
な
い
け

れ
ど
、
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
命
は
仏
の

御
命
で
す
。
こ
の
修
行
は
平
成
二
十
二
年

の
時
で
し
た
。
あ
れ
か
ら
十
一
年
が
経
ち

ま
し
た
。
菩
提
心
を
起
こ
し
て
世
界
か
ら

集
ま
っ
た
皆
は
今
、
大
き
な
慈
悲
の
仏
果

を
得
な
が
ら
、
布
教
を
続
け
て
い
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。 

雲
泉
寺 

神
田
恭
真 

写経の会  毎月第２日曜 午後１時～３時（１月２月は休会）  静かなお寺で功徳を積みましょう。 
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大
般
若
会
（
六
月
十
日
）
は
新
型
コ
ロ

ナ
の
感
染
拡
大
に
鑑
み
中
止
と
い
た

し
ま
す
。 

■
訃
報 
北
本
町
八
幡
光
博
氏
逝
去 

三
月
十
六
日
（
享
年
八
十
四
）
長
年
当
寺

役
員
と
し
て
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
謹
ん

で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

■
訃
報 

東
本
町
高
橋
秀
毅
氏
逝
去 

三
月
二
十
八
日
（
享
年
七
十
七
）
長
年
当

寺
役
員
と
し
て
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
謹

ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

          

■
訃
報 

関
川
村
雲
泉
寺
二
十
八
世
片

野
徹
榮
大
和
尚
様
、
三
月
二
十
三
日
遷

化
。
世
寿
八
十
八
歳
。
六
十
年
の
長
き
に

わ
た
り
、
檀
信
徒
の
教
化
と
寺
門
興
隆

に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
雲
泉
寺
本
堂
に

て
四
月
十
四
日
逮
夜
（
通
夜
）、
十
五
日

本
葬
儀
が
厳
粛
に
営
ま
れ
ま
し
た
。 

 

僧堂（坐禅・食事・睡眠・学びの場所 

 

見性（けんしょう）…本来もって
いる自分の本性・仏心を見きわ
めて悟る。      恭真書 

写
経
の
会 

毎
月
数
名
の
方
が
お
寺
に
来
ら
れ
て
功

徳
を
積
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
写
経
の
経
典
は

「
般
若
心
経
」
で
す
。
写
経
用
紙
を
用
意
し

て
あ
り
ま
す
。
筆
記
具
は
筆
ペ
ン
、
鉛
筆
、

ボ
ー
ル
ペ
ン
等
何
れ
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
願

い
を
込
め
て
一
字
一
字
丁
寧
に
お
経
を
写

し
ま
す
。 

 

雲泉寺葬儀 



                           

曹
洞
宗
宗
務
庁
よ
り 

宗
務
総
長
談
話
（
令
和
四
年
三
月
一
日
） 

鬼
生
田
俊
英
曹
洞
宗
宗
務
総
長
が

「
ロ
シ
ア
連
邦
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に

つ
い
て
」
の
談
話
を
発
表
し
ま
し
た
。 

『
曹
洞
宗
は
「
自
も
他
も
傷
つ
け
な
い
」

と
い
う
立
場
を
貫
き
、
戦
争
の
遂
行
や

暴
力
・
破
壊
へ
の
誘
因
に
結
び
つ
く
思

想
や
社
会
行
動
に
同
意
し
な
い
と
い
う

「
非
戦
」
の
立
場
を
堅
持
し
ま
す
。
そ

し
て
、
過
去
に
体
験
し
た
戦
争
の
悲
惨

さ
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
智
慧
と
、

い
の
ち
の
尊
さ
を
自
覚
し
あ
う
慈
悲
に

よ
っ
て
、
世
界
平
和
の
実
現
が
叶
う
と

信
じ
て
い
ま
す
。』 

談
話
よ
り
抜
粋 

  

 

「
子
を
抱
い
て
い
る
と 

ゆ
く
末
の
こ

と
が
案
じ
ら
れ
る 

よ
い
人
に
巡
り
合

っ
て
く
れ
と 

お
の
ず
か
ら
涙
が
に
じ

ん
で
く
る
」 

 
 

 

坂
村
真
民 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
親
に
そ
れ
ぞ
れ
の
愛
お

し
い
、
尊
い
、
大
切
な
子
あ
り
。
子
ど
も

が
す
く
す
く
と
成
長
し
て
行
く
姿
を
見

る
の
は
と
て
も
楽
し
い
も
の
。
長
女
（
三

歳
半
）、
長
男
（
二
歳
）
ど
ん
な
子
に
育

っ
て
い
く
の
か
。
こ
れ
か
ら
無
数
の
ご

縁
の
中
で
無
数
の
出
会
い
が
あ
る
だ
ろ

う
。
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
人
生
、
人
生
は

出
会
い
の
繰
り
返
し
、
沢
山
の
良
き
人

に
巡
り
合
っ
て
、
心
豊
か
に
育
っ
て
ほ

し
い
。
子
ど
も
た
ち
は
先
祖
か
ら
の
い

の
ち
の
バ
ト
ン
を
親
か
ら
受
け
取
っ

た
。
そ
の
親
の
願
い
を
受
け
継
い
だ
尊

い
命
、
一
度
き
り
の
命
を
し
っ
か
り
生

き
て
い
っ
て
ほ
し
い
。 

梅
花
だ
よ
り 

 

梅
花
流
詠
讃
歌
と
は
・
・
・ 

人
は
幸
せ
を
願
っ
て
生
き
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
誰
し
も
悩
み
、
悲
し
み
、

苦
し
み
を
体
験
し
な
い
人
は
い
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
う
し
た
時
に
心
を
支
え
て

く
れ
る
の
が
梅
花
流
詠
讃
歌
（
御
詠
歌
）

で
す
。
そ
の
歌
詞
に
は
私
た
ち
を
安
ら

ぎ
の
世
界
へ
と
導
い
て
く
だ
さ
る
仏
さ

ま
の
教
え
や
想
い
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
お
通
夜
に
は
お
経
の
後
、「
無
常
御

和
讃
、
追
善
供
養
御
和
讃
」
を
お
唱
え
し

て
故
人
を
お
偲
び
し
て
い
ま
す
。 

 

お
唱
え
を
聴
い
て 

見
ま
し
ょ
う
。 

 

 
 
 
 

仏
事
の
知
識 

香
を
焚
く
意
味 

お
通
夜
、
お
葬
儀
、
ご
法
事
等
の
仏
事

に
は
必
ず
お
香
を
焚
き
ま
す
。
香
の
薫
り

で
仏
前
を
荘
厳
（
清
め
る
）
す
る
も
の
で

す
。
芳
し
い
薫
り
で
心
身
と
も
に
清
め
、

落
ち
着
い
た
心
で
お
参
り
を
し
ま
す
。
曹

洞
宗
で
は
姿
勢
を
正
し
、
手
を
合
わ
せ
た

の
ち
、
お
線
香
を
真
っ
直
ぐ
に
一
本
立
て

ま
す
。
な
る
べ
く
香
り
の
よ
い
も
の
を
お

選
び
く
だ
さ
い
。
お
焼
香
の
作
法
は
親

指
、
人
差
し
指
、
中
指
の
三
本
で
香
を
つ

ま
み
二
回
焚
き
ま
す
。
初
香
は
額
に
押
し

頂
き
、
二
回
目
は
つ
ま
ん
で
そ
の
ま
ま
焼

べ
ま
す
。
葬
儀
な
ど
で
参
列
者
が
多
い
時

に
は
心
を
込
め
て
一
回
で
も
構
い
ま
せ

ん
。
お
線
香
も
お
焼
香
も
ご
本
尊
さ
ま
、

ご
先
祖
さ
ま
、
亡
き
人
に
対
し
て
敬
虔
な

気
持
ち
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
で
す
。
大

事
な
こ
と
は
、
私
は
い
ま
焚
い
た
こ
の
お

香
の
よ
う
に
清
ら
か
に
生
き
て
ま
い
り

ま
す
と
仏
前
に
誓
い
、
ご
先
祖
さ
ま
、
亡

き
人
、
ど
う
ぞ
香
り
良
い
世
界
で
安
ら
か

に
お
暮
ら
し
く
だ
さ
い
と
真
摯
に
願
う

こ
と
で
す
。 

  
 

仏
事
の
知
識 

→
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談
話 

 

 

佳穂と徳寿 

□
税
務
調
査 

 

四
月
八
日
と
二
十
一
日
、
新
発
田
税

務
署
法
人
課
税
部
門
財
務
官
二
名
に
よ

り
宗
教
法
人
広
厳
寺
の
税
務
調
査
が
行

わ
れ
、
会
計
帳
簿
、
布
施
収
入
（
葬
儀
、

伴
僧
、
法
事
、
墓
地
、
入
檀
等
）
、
護
持

費
収
入
、
収
益
事
業
収
入
（
地
代
、
駐
車

場
）
等
、
法
人
関
係
収
支
を
詳
し
く
調
査

い
た
し
ま
し
た
。
尚
、
住
職
及
び
家
族
は

法
人
会
計
よ
り
の
給
料
制
を
と
り
毎
年

源
泉
徴
収
、
確
定
申
告
で
税
金
を
納
め

て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
は
新
発
田
税
務

署
に
よ
り
数
年
に
一
度
行
わ
れ
ま
す
。 

て
い
っ
て
ほ
し
い
。 

 

仏
教
詩
人
・
坂
村
真

民
さ
ん
の
「
め
ぐ
り
あ

い
」
と
い
う
詩
の
一
節

で
す
。
子
に
対
す
る
愛

情
、
長
い
人
生
、
困
難

を
乗
り
越
え
、
良
き
人

に
出
会
い
、
幸
せ
に
な

っ
て
ほ
し
い
と
い
う

願
い
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。 



                  

 
 

お
寺
か
ら
の
お
願
い 

▼
お
墓
の
お
供
え
（
菓
子
、
果
物
等
）
は
カ

ラ
ス
が
食
い
荒
ら
し
ま
す
の
で
お
参
り
が

済
み
ま
し
た
ら
お
下
げ
し
て
ご
自
宅
で
お

召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
。 

▼
缶
類
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
類
も
お
供
え
後
お

持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。 

▼
ゴ
ミ
は
必
ず
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。
お

墓
参
り
の
際
に
は
ゴ
ミ
入
れ
用
の
ビ
ニ
ー

ル
袋
な
ど
を
持
参
し
て
必
ず
お
持
ち
帰
り

下
さ
い
。
参
道
脇
の
自
然
ゴ
ミ
（
花
、
草
、

落
葉
、
枯
れ
た
樹
木
類
）
は
墓
地
掃
除
の
ゴ

ミ
で
す
。
何
も
捨
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

▼
花
を
包
ん
で
あ
る
紙
、
花
を
縛
っ
て
あ
る

ビ
ニ
ー
ル
紐
、
ア
ル
ミ
ホ
イ
ル
、
ラ
ッ
プ
、

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
、
ト
レ
イ
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
、
ナ
イ
ロ
ン
等
や
、
墓
掃
除
の
雑
巾
、
タ

ワ
シ
、
洗
剤
容
器
、
軍
手
、
ビ
ニ
ー
ル
手
袋

等
は
持
ち
帰
っ
て
燃
え
る
ゴ
ミ
と
し
て
町

の
ゴ
ミ
収
集
車
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
自

然
ゴ
ミ
と
町
に
出
す
ゴ
ミ
の
分
別
を
お
願

い
し
ま
す
。 

▼
古
塔
婆
は
お
寺
の
参
道
中
程
に
古
塔
婆

入
れ
を
設
け
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。 

 

●
お
彼
岸
後
か
ら
墓
地
清
掃
に
入
り
ま
し

た
。
集
め
た
自
然
ゴ
ミ
は
撤
収
し
、
後
に
墓

地
の
除
草
を
開
始
し
ま
す
。 
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▼
家
の
敷
地
内
に
お
墓
が
あ
る
お
宅
を

見
か
け
ま
す
が
、
そ
の
墓
地
は
法
律
適
用

以
前
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
墓
埋
法
で

は
、
自
宅
の
敷
地
（
地
目
は
宅
地
）
内
は

墓
地
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を

受
け
ら
れ
な
い
の
で
、
現
在
で
は
自
分
の 

土
地
で
あ
っ
て
も
お
墓
を
建
て
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
建
て
て
あ
る
お
墓
で
古

く
な
っ
て
傷
ん
だ
り
傾
い
た
り
等
の
修

繕
は
可
能
で
す
。 

▼
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
に
あ
る
共
同
墓
地

で
も
「
み
な
し
墓
地
」
と
い
っ
て
、
地
目

は
山
林
で
あ
る
が
昔
か
ら
墓
地
と
し
て

使
用
し
て
い
る
と
い
う
形
態
も
あ
り
ま

す
。み
な
し
墓
地
は
地
目
が
墓
地
で
な
い

の
で
土
地
所
有
者
は
一
定
の
固
定
資
産

税
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

▼
お
骨
を
埋
葬
せ
ず
に
自
宅
に
安
置
す

る
の
は
法
律
で
は
問
題
な
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、
火
葬
場
か
ら
の
火
葬

埋
葬
許
可
証
は
お
骨
と
と
も
に
保
管
が

必
要
で
す
。
諸
事
情
に
よ
り
や
む
を
得
ず

自
宅
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
納
骨
さ

れ
た
ほ
う
が
良
い
と
思
い
ま
す
。 

  

 

動
物
供
養
塔
（
ペ
ッ
ト
墓
地
） 

動
物
の
お
骨
を
埋
葬
い
た
し
ま
す
。
檀
家
さ

ん
以
外
で
も
納
骨
供
養
で
き
ま
す
。 

寂
光
塔
（
永
代
供
養
墓
地
） 

一
人
暮
ら
し
の
方
、
お
墓
継
承
に
お
悩
み
の

方
、
お
寺
が
永
代
に
わ
た
り
供
養
い
た
し
ま

す
。 

  

動物供養塔（ペットのお墓） 寂光塔（永代供養合同墓所） 

 

  
▼
埋
葬
さ
れ
た
お
骨
を
他
の
墓
地
に
移

す
こ
と
を
改
葬
と
い
い
ま
す
。
先
祖
を
永

代
供
養
に
し
た
い
、
現
在
の
墓
地
か
ら
事

情
に
よ
り
寺
墓
地
に
お
墓
を
移
動
し
た

い
等
の
場
合
に
は
、
「
墓
地
埋
葬
等
に
関

す
る
法
律
第
５
条
第
２
項
及
び
同
施
工

規
則
第
２
条
」
の
規
定
に
よ
り
、
お
骨
を

移
動
す
る
為
に
、
①
改
葬
許
可
申
請
書
を

当
該
市
役
所
に
提
出
し
許
可
を
も
ら
い

ま
す
。
な
お
、
届
け
る
際
に
は
受
け
入
れ

先
の
墓
地
管
理
者
の
証
明
書
も
一
緒
に

持
参
し
ま
す
。
申
請
書
は
市
役
所
も
し
く

は
お
寺
に
用
紙
が
あ
り
ま
す
。
故
人
の
氏

名
、
死
亡
年
月
日
、
本
籍
、
改
葬
の
理
由
、

場
所
の
記
入
、
現
在
埋
葬
さ
れ
て
い
る
墓

地
の
管
理
者
の
証
明
印
（
区
長
が
代
わ
っ

て
証
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
）
が
必
要
で

す
。
不
明
の
点
は
菩
提
寺
で
指
示
し
て
も

ら
い
ま
す
。
②
許
可
証
は
受
け
入
れ
寺
院

に
提
出
し
ま
す
。
そ
の
後
、
旧
墓
石
の
精

抜
き
、
お
骨
取
り
出
し
、
墓
石
の
移
動
、

建
立
、
開
眼
、
納
骨
と
な
り
ま
す
。 

▼
市
営
墓
地
を
購
入
し
て
石
塔
も
建
て

納
骨
が
済
ん
で
い
る
檀
家
さ
ん
も
お
ら

れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
移
動
を
考
え
て
い
る

場
合
に
も
改
葬
許
可
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
。 

 

墓
地
を
改
葬
す
る
際
の
手
続
き
等 

 

堂
内
禁
煙 

ご
協
力
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 


