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１
４

80
歳
を
過
ぎ
て
、
も
し
も
の
と

き
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
？
と

考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
故

郷
の
親
戚
や
縁
者
は
少
な
く
な
っ

て
き
て
お
り
ま
す
し
、
ど
う
対
処

す
れ
ば
い
い
の
か
？
わ
か
り
ま
せ

ん
。
故
郷
に
は
菩
提
寺
も
、
お
墓

も
あ
る
の
で
す
が
・
・
・
。

故
郷
か
ら
遠
く
離
れ
て
し
ま
い

ま
す
と
、
な
か
な
か
お
寺
と
も
行

き
来
が
難
し
く
な
っ
て
い
く
も
の

で
す
。

お
墓
参
り
や
法
要
な
ど
に
行
き

た
い
と
考
え
て
も
、
思
う
よ
う
に

な
ら
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。

Ａ
ま
ず
、
お
寺
と
相
談
を

ご
家
族
に
し
て
も
同
様
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

世
代
が
子
供
や
孫
へ
と
移
っ

て
い
く
と
、
さ
ら
に
故
郷

や
お
寺
と
の
つ
な
が
り
も

薄
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

以
前
で
あ
れ
ば
、
近
く

の
親
戚
や
近
隣
の
方
に
気

軽
に
相
談
し
て
い
た
か
と

思
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た

つ
な
が
り
も
時
代
と
共
に

変
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で

す
。
と
く
に
葬
儀
や
法
事

に
つ
い
て
は
、
目
に
触
れ

る
機
会
が
減
り
、
ま
た
当

事
者
と
し
て
関
わ
る
こ
と

も
少
な
い
で
す
か
ら
、
事

に
当
た
っ
て
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
？
困
っ
て
し
ま

う
事
が
多
い
よ
う
で
す
。

で
き
る
範
囲
で
事
前
の

用
意
や
、
家
族
の
な
か
で

話
し
合
い
を
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
ま
ず
は
、
菩
提

寺
の
住
職
と
事
前
に
相
談

さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
い

た
し
ま
す
。
き
っ
と
よ
い

ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
し
、
慌
て
な
い

た
め
の
心
の
準
備
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
。

Ｑ
葬
儀
っ
て
ど
ん
な
意
味
が
あ
り

ま
す
か
？

新
墓
地
奥
が
ス
ッ
キ
リ

お盆号

Ｑ
故
郷
を
離
れ
都
会
で
の

生
活
も
長
く
な
り
ま
し
た
。

も
し
も
の
と
き
が
心
配
で
す
が
、
今
ま

で
は
宗
教
に
は
特
に
関
心
も
な
く
、
仏
事

や
菩
提
寺
と
の
付
き
合
い
も
両
親
に
任
せ

て
い
ま
し
た
。
も
し
急
に
親
が
居
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら

よ
い
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
葬

儀
は
必
ず
す
る
も
の
な
の
か
？
意
味
は
？

Ａ
葬
儀
の
意
味

葬
儀
は
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と
な
り
、
仏

さ
ま
に
な
る
た
め
の
仏
道
入
門
の
儀
式
で
す
。

生
前
に
仏
さ
ま
の
弟
子
に
な
る
こ
と
が
本
来

の
か
た
ち
で
す
が
、
日
本
で
は
古
く
か
ら
、

亡
く
な
っ
た
と
き
に
葬
儀
を
通
し
て
仏
さ
ま

の
弟
子
に
し
て
き
ま
し
た
。
故
人
さ
ま
に
と
っ

て
は
あ
の
世
へ
旅
立
つ
た
め
の
儀
式
で
も
あ

り
、
ま
た
見
送
る
家
族
や
知
人
に
と
っ
て
は

故
人
さ
ま
と
お
別
れ
を
す
る
大
切
な
時
間
で

あ
り
儀
式
で
も
あ
り
ま
す
。

Ｑ
よ
く
聞
く
葬
儀
・
家
族
葬
・

直
葬
と
は
ど
の
よ
う
な
葬
儀
で
し
ょ
う
？

葬
儀
は
先
に
述
べ
た
お
釈
迦
さ
ま
の
弟

子
に
な
る
儀
式
を
中
心
と
し
、
故
人
と
の

お
別
れ
、
お
見
送
り
を
す
る
儀
式
で
す
。

納
棺
（
故
人
の
身
体
を
清
め
、
遺
品
と

共
に
お
棺
に
お
納
め
す
る
）
お
通
夜
で
故

人
と
最
後
の
夜
を
過
ご
し
、
火
葬
（
故
人

を
荼
毘
に
付
す
）
通
夜
・
葬
儀
（
故
人
が

仏
さ
ま
の
弟
子
に
な
る
儀
式
）
を
通
し
て
、

故
人
と
お
別
れ
し
ま
す
。
仏
さ
ま
の
弟
子

に
な
る
た
め
に
は
、
菩
提
寺
の
住
職

に
よ
る
、
入
門
の
儀
式
が
必
要
で
す
。

こ
の
と
き
に
仏
さ
ま
の
弟
子
と
な
っ

た
証
で
あ
る
戒
名
を
授
か
り
ま
す
。

家族葬は、家族近親者のみで行う小規模な葬儀です。家族近親者以外は故人
にお別れすることができません。できるだけ生前にご縁のあったみなさまとと
もにお別れし、お見送りできることが望まれます。

直葬は、儀式を何も行わず病院から、火葬場へ直行する方
法です。決して、葬儀ではありません。

※地域より順番が前後する場合があります。

発
行
所

普
門
山

林
泉
寺

三
戸
町

斗
内
字

寺
牛
25

一連の墓地環境整備工事完了

～ 三界万霊供養塔・永代供養塔・歴住墓 ～

葬
儀
は
寺
で
・
・
・
。

最
近
、
葬
儀
を
○
○
ホ
ー
ル
と
か
、
○
○
会

館
で
す
る
方
が
多
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
何
故
で
し
ょ
う
？

便
利
、
き
れ
い
と
か
の
理
由
だ
け
で
仏
さ
ま

を
お
く
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

我
々
に
は
、
先
人
の
汗
と
苦
労
が
染
み
こ
ん

だ
、
こ
ん
な
に
立
派
な
本
堂
が
あ
る
の
に
・
・
・
。

食
事
の
時
に
は
、
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
の
方
が

良
い
の
で
あ
れ
ば
・
・
・
。

あ
り
ま
す
よ
！
。
五
十
人
ぐ
ら
い
は
座
れ
る

テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
を
用
意
し
ま
し
た
。

ど
う
ぞ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

今
回
は
三
つ
の
念
願
を
果
た
す
べ
く
工
事
を

完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

一
つ
目
は
、
何
年
か
前
か
ら
皆
さ
ん
に
お
話

し
し
て
お
り
ま
し
た
、
永
代
供
養
塔
は
「
慈
照
」

と
い
う
命
名
で
完
成
に
い
た
り
ま
し
た
。

二
つ
目
は
、
長
年
に
亘
り
新
墓
地
の
奥
に
、

抜
魂
供
養
済
み
の
石
塔
が
、
う
っ
そ
う
と
し
た

草
木
に
埋
も
れ
て
い
ま
し
た
が
、
や
っ
と
今
回

「
三
界
万
霊
供
養
塔
」
と
し
て
積
み
重
ね
整
理

い
た
し
ま
し
た
。
約
二
百
五
十
塔
あ
り
ま
し
た
。

三
つ
目
は
、
こ
こ
林
泉
寺
を
そ
の
時
代
時
代

に
於
い
て
綿
々
と
お
護
り
頂
い
て
こ
ら
れ
た
歴

住
諸
位
大
和
尚
の
墓
地
も
整
備
い
た
し
ま
し
た
。

予
備
工
事
と
し
て
駐
車
場
階
段
も
整
備
。

こ
れ
か
ら
も
、
先
住
の
方
々
、
そ
し
て
こ
れ

ま
で
に
盛
り
上
げ
て
頂
い
た
ご
先
祖
さ
ま
に
感

謝
し
恥
じ
な
い
よ
う
、
皆
さ
ん
と
共
に
令
和
の

時
代
を
生
き
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

延命地蔵と

水子地蔵戒名プレートも付きました
駐車場から墓地への階段

を作りました

歴住墓地

三界万霊供養塔

「慈照」のプレートが

付きました

歴住墓地

法事用のテーブルと

椅子

三界万霊供養塔
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３ ２

平
成
三
十
年

六
月
二
十
六
日
よ
り

令
和
元
年

六
月
二
十
五
日
ま
で

逝
去
さ
れ
た
方
で
す
。

〈
お
盆
（
八
月
十
二
日
）
ま
で
に

四
十
九
日
を
終
え
ら
れ
た
霊
位
で
す
〉

今
年
の
初
盆
の
方

お
施
食
会
の
ご
案
内

八
月
十
四
日
（
水
曜
日
）

午
前
十
一
時
よ
り

本
堂
に
於
い
て
ご
供
養
し
ま
す
。

供
養
料

一
千
円
以
上

同
封
の
申
し
込
み
用
紙
に

お
名
前
を
記
入
し

供
養
料
を
添
え
て

当
日
本
堂
受
付
ま
で

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※

尚
、当
日
お
出
で
に
な
れ
な
い
方
は

前
も
っ
て
、随
時
受
付
い
た
し
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

お
盆
は
、
正
式
に
は
盂
蘭
盆
と
言
い
、
旧
暦
の
七

月
十
五
日
を
中
心
に
行
わ
れ
る
仏
教
に
由
来
す
る
日

本
古
来
の
伝
統
的
行
事
で
す
。
そ
の
実
際
は
、
七
月

（
あ
る
い
は
八
月
）
の
十
三
日
か
ら
十
六
日
の
四
日

間
、
亡
く
な
っ
て
四
十
九
日
法
要
が
終
わ
っ
て
か
ら

最
初
の
お
盆
（
初
盆
ま
た
は
新
盆
）
を
迎
え
る
霊
位

や
先
祖
代
々
の
霊
位
を
我
が
家
に
お
迎
え
し
て
供
養

す
る
行
事
で
す
。

ご
先
祖
を
迎
え
る

お
盆
を
う
た
っ
た
詩
に
、

「
盆
は
う
れ
し
や
別
れ
た
人
も

は
れ
て
こ
の
世
に
会
い
に
来
る

」

と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。
お
盆
の
期
間
人
々
は
ご

先
祖
と
再
会
す
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
ご
先
祖
を
招

き
、
ね
ん
ご
ろ
に
接
待
し
ま
す
。
ご
先
祖
か
ら
す
れ

ば
、
毎
年
一
度
、
な
つ
か
し
い
我
が
家
へ
帰
り
、
楽

し
い
数
日
を
過
ご
す
の
で
す
。

ご
先
祖
は
目
に
見
え
ま
せ
ん
。
で
も
心
に
は
見
え
る

は
ず
で
す
。
そ
の
ご
先
祖
に
対
し
て
お
花
を
供
え
、

美
味
を
備
え
、
語
り
か
け
る
の
で
す
。

見
え
な
く
て
も

お
花
を
供
え
た
い

食
べ
な
く
て
も

美
味
を
備
え
た
い

聞
こ
え
な
く
て
も

語
り
か
け
た
い

見
え
な
い
も
の
へ

ま
ご
こ
ろ
の
贈
り
も
の

ご
先
祖
は
、
十
代
遡
る
と
一
千
二
十
四
人
、
三
十
代
遡
る
と

こ
れ
が
な
ん
と
、
十
億
七
千
三
百
七
四
万
一
八
二
四
人
（
十
億

人
超
え
ま
し
た
）
お
ら
れ
る
計
算
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
ご

先
祖
が
お
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
今
の
私
が
い
る
と
思
う
と
自
然

と
感
謝
の
気
持
ち
が
湧
い
て
き
ま
す
。
お
盆
は
ま
さ
に
日
本
人

の
「
ま
ご
こ
ろ
の
祭
典
」
で
あ
り
、
「
い
の
ち
の
祭
典
」
で
す
。

毎
年
、
お
盆
が
過
ぎ
る
と
寂
し
く
感
じ
ま
す
。

お
盆
が
過
ぎ
て
寂
し
く
思
う
の
は
、
真
心
が
、
目
に
見
え
な
い

物
と
の
別
れ
を
感
じ
る
か
ら
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

良
か
れ

悪
し
か
れ

親
で
あ
れ
ば
こ
そ

子
こ
こ
に
あ
り

ま
ご
こ
ろ
の
祭
典

・
・
・

盂
蘭
盆
・
・
・

う
れ
し
い
お
盆

御
霊
は
目
に
見
え
な
く
と
も

ま
ご
こ
ろ
の
贈
り
物

人
間
の
行
為
で
最
も
尊
い
の
は
、
見
え
な
い
も
の
に

対
す
る
奉
仕
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
見
返
り

を
求
め
な
い
純
粋
の
行
為
で
す
。
禅
で
は
そ
れ
を

「
不
染
汚
の
行
」
と
言
い
ま
す
。

実
際
に
喜
ん
で
い
る
姿
は
見
え
ま
せ
ん
が
、

お
位
牌
や
遺
影
を
き
れ
い
な
お
花
で
飾
っ
て
あ
げ
た

い
と
思
い
ま
す
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
お
花
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
」
と

き
れ
い
な
お
花
を
供
え
、
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
き
れ

い
で
し
ょ
」
と
語
り
か
け
る
。
「
あ
の
子
が
好
き
だ
っ

た
か
ら
」
と
お
菓
子
や
お
も
ち
ゃ
を
供
え
ま
す
。
想

い
が
少
し
で
も
届
く
よ
う
に
と
、
私
た
ち
は
目
に
見

え
な
い
も
の
に
接
し
ま
す
。

御
霊
を
思
う
ま
ご
こ
ろ

で
も
そ
れ
は
無
意
味
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
際
に
供
え
る
の
は
物
で
す
が
、
同
時
に
私
た
ち
は

ま
ご
こ
ろ
を
供
え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
ま
ご
こ
ろ
こ
そ
が
御
霊
に
届
く
の
だ
と
思
う

の
で
す
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
世
界
を
信
じ
て
い

ま
す
。

こ
の
世
で
も
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

真
に
私
の
心
を
動
か
す
の
は
、
相
手
の
ま
ご
こ
ろ
で

す
。

ご
先
祖
は
何
人
い
る
の
？

写
経
、

や
っ
て
み
る
？

最
近
、
歩
い
て
い
る
時
で
も
ス

マ
ホ
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ

ど
忙
し
い
方
々
を
よ
く
見
か
け
ま

す
。
何
か
を
し
な
が
ら
他
の
こ
と

を
し
て
い
な
い
と
何
か
落
ち
着
か

な
い
。
そ
れ
ほ
ど
私
達
は
毎
日
、

慌
た
だ
し
い
世
の
中
を
生
き
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

今
、
そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

心
の
安
ら
ぎ
を
求
め
る
人
が
増
え

て
い
ま
す
。
写
経
は
お
経
を
写
す

こ
と
で
す
。
写
経
を
す
る
時
、
書

き
写
す
以
外
の
こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
が
、
そ
の
時
だ
け
は
、
書
き
写

す
そ
の
こ
と
に
集
中
す
る
た
だ
そ

れ
だ
け
で
い
い
、
時
間
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
心
に
本
来
の
安
ら
ぎ
が

訪
れ
る
瞬
間
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

写
経
の
始
ま
り
は
、
パ
ソ
コ
ン

や
印
刷
技
術
が
で
き
る
ず
っ
と
大

昔
、
日
本
書
紀
の
頃
。

お
経
を
伝
え
る
た
め
に
教
本
を

墨
で
書
き
写
し
た
こ
と
が
、
禅
僧

の
修
行
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。

今
日
で
は
、
仏
道
修
行
に
関
係
な

く
、
心
の
赴
く
ま
ま
に
筆
や
筆
ペ

ン
な
ど
を
手
に
す
る
方
も
。

文
字
を
写
す
こ
と
に
集
中
す
る
時

間
が
、
心
地
よ
い
と
言
わ
れ
ま
す
。

◆
紙

◆
ぶ
ん
ち
ん

◆
手
本

◆
下
敷
き

◆
筆
（
筆
記
具
）

※
紙
・
手
本
は
お
寺
に
あ
り
ま
す
。

般
若
心
経

舎
利
礼
文

十
句
観
音
経

四
弘
誓
願
文

そ
の
他
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、

般
若
心
経
が
一
般
的
で
す
。

写
経
す
る
に
は
、

何
が
必
要
か
？

当
寺
で
は
ま
だ
、
人
数
集
ま
っ

て
、
毎
月
何
日
と
決
め
て
「
写

経
会
」
を
開
く
ま
で
確
立
し
て

い
な
い
た
め
、
ま
ず
は
、
紙
と

手
本
を
自
宅
に
持
ち
帰
っ
て
や
っ

て
み
て
く
だ
さ
い
。

手
本
の
上
に
紙
を
置
い
て
、

上
か
ら
な
ぞ
る
。
最
後
ま
で
書

き
上
げ
た
と
き
の
満
足
感
は
ひ

と
し
お
で
す
。

自
宅
で
や
っ
て
み
る

ど
ん
な
お
経
が
あ
る
の
？

写経の準備が整ったところ

曹
洞
宗
ア
プ
リ
を
活
用
す
る

ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

使
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

⇖

写経をしているところ

お
か
げ
さ
ま
で

日
本
語
に
は
素
晴
ら
し
い
言
葉
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
で
も
「
お
か
げ
さ
ま
」
と
い
う
言

葉
に
は
大
ら
か
で
平
穏
な
響
き
を
感
じ
ま
す
。

「
お
元
気
で
す
か
」
「
お
か
げ
さ
ま
で
」
、

「
そ
の
後
い
か
が
で
す
か
」
「
お
か
げ
さ
ま

で
な
ん
と
か
」
、
こ
ん
な
や
り
取
り
を
聞
く

と
安
心
い
た
し
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
は
、
神

仏
に
限
ら
ず
、
富
士
の
姿
や
人
の
縁
も
含
ま

れ
る
八
百
万
の
功
徳
な
の
で
す
。

私
は
「
お
か
げ
さ
ま
」
と
い
う
言
葉
を
聞

く
と
、
友
人
や
、
家
族
の
こ
と
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
。
人
の
思
い
が
巡
り
巡
っ
て
支
え
合
っ

て
い
ま
す
。

皆
さ
ま
が
平
穏
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
ま
す

よ
う
「
お
か
げ
さ
ま
」
と
い
う
大
い
な
る
力

に
お
護
り
い
た
だ
き
、
寄
り
添
う
気
持
ち
を

忘
れ
ず
に
暮
ら
し
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
す
。

親
が
拝
め
ば
子
も
拝
む
、

拝
む
姿
の
美
し
さ

ご
先
祖
さ
ま
と
強
い
絆
で
結
ば
れ
て
い
る

私
た
ち
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
感
謝
の
気
持
ち

を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
身
を
以
て
心

を
込
め
、
ご
供
養
を
修
行
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
。
そ
し
て
身
を
以
て
行
い
示
す
こ
と
は

次
世
代
に
真
っ
直
ぐ
伝
わ
り
ま
す
。

こ
れ
が
菩
提
の
種
を
蒔
く
身
近
な
例
で
す
。

こ
う
し
て
私
た
ち
の
幸
せ
は
綿
々
と
未
来
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

※
当
寺
副
住
職

拓
郞
と
美
貴
（
弘
前
市

出
身
）
は
良
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
晴
れ

て
平
成
三
十
一
年
三
月
三
日
に
入
籍
を
済
ま

せ
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。
末

永
く
よ
ろ
し
く
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。


