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管
理
で
き
な
く
な
っ
た
墓
を
撤
去
し
、

遺
骨
を
新
し
い
墓
に
埋
葬
す
る

「お
墓
じ

ま
い
」
認
塁
琶
が
関
心
を
呼
ん
で
い
る
。

少
子
高
齢
化
で
墓
を
継
ぐ
人
が
少
な
く
な

っ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
が
、
墓
じ
ま
い
に

は
慎
重
な
配
慮
が
必
要
だ
。
そ
し
て

「期

限
付
き
の
お
墓
」
も
注
目
さ
れ
る
な
ど
、

墓
の
形
も
多
様
化
し
て
い
る
。

（編
集
委
員

福
田
淳

こ

墓
じ
ま
い
で
は
、
遺
骨
の
移
　
残
す
恐
れ
も
あ
る
。

転
先
を
探
す
こ
と
が
先
決
。
現
　
　
た
だ
事
を
急
が
な
い
方
が
無

在
の
墓
の
あ
る
墓
地
の
管
理
者
　
難
の
よ
う
だ
。
墓
石
の
加
工
な

か
ら
埋
蔵
証
明
書

（納
骨
堂
の
　
ど
を
手
が
け
る
山
崎
石
材

（滝

場
合
に
は
収
蔵
証
明
書
）
を
も
　
川
）
の
山
崎
修
社
長
は

「お
墓

ら
い
、
所
在
地
の
市
町
村
に
提
　
は
先
祖
と
子
孫
を
結
ぶ
絆
。
ま

出
し

て
改
葬
許
可
証
を
も
ら

ず
は
家
族
、
親
族
と
よ
く
話
し

う
。
そ
し
て
改
葬
許
可
証
を
新
　
合

っ
て
く
だ
さ
い
。
今
の
お
墓

し

い
墓
地

の
管
理
者
に
提
出
　
を
継
ぎ
ま
す
と
い
う
人
が
現
れ

し
、
遺
骨
を
埋
葬
す
る
の
が
大
　
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
」
と
強

ま
か
な
手
順
だ
。
墓
が
寺
院
に
　
調
す
る
。
親
が
子
ど
も
に
相
談

あ
る
場
合
に
は
、
寺
院
側
に
事
　
せ
ず
、
墓
じ
ま
い
を
決
め
て
し

情
を
説
明
し
納
得
し
て
も
ら
わ
　
ま
い
、
子
ど
も
が
シ
ョ
ッ
ク
を

な
い
と
、
感
情
的
な
し
こ
り
を
　
受
け
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

「      」

お墓じまいのイメージ

遺骨移転、親族に相談を■期限付き霊園も

使
用
期
限
を
自
由
に
選
べ
る
よ
う
に
し
た
北
海
道
中
央
霊
園
と
武

田
寛
理
事
長

（写
真
の
一
部
を
加
工
し
て
い
ま
す
）

さ
れ
始
め
て
い
る
。
道
内
で
は

三
笠
市
の
北
海
道
中
央
霊
園
が

一例
で
、
今
春
か
ら
既
存
、
新

設
全
て
の
墓
を
対
象
に
永
代
使

用
を
含
め
、
使
用
期
間
を
自
由

飢霙
饗
髪
辟

全
国
で
も
珍
し
い
と
い
う
。

４
平
方
研
の
区
画
で
墓
を
新

設
す
る
場
合
に
は
、
墓
の
建
築

費
用
と
は
別
に
、
使
用
料
２８
万

円
の
ほ
か
墓
地
管
理
料
を
一括

いし
て
支
払
う
。
管
理
料
は
２
万

円

（５
年
未
満
）
か
ら
１２
万
円

（永
代
）
ま
で
期
間
に
応
じ
６

段
階
に
分
か
れ
て
い
る
。
使
用

期
限
が
過
ぎ
る
と
墓
を
取
り
除

き
、
遺
骨
は
霊
園
内
に
あ
る
合

同
の
永
代
供
養
墓

「結
の
西

に
埋
葬
す
る
。
使
用
期
間
を
当

初
契
約
よ
り
延
長
、
短
縮
す
る

こ
と
も
で
き
る
。

霊
園
の
武
田
寛
理
事
長
は

「お
墓
を
持
ち
た
い
と
い
う
希

望
が
あ
っ
て
も
、
従
来
の
永
代

使
用
の
原
則
が
ネ
ッ
ク
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
お
墓
を
継
ぐ
人

が
い
な
か
っ
た
り
、
「継
承
に
不

安
が
あ
る
人
に
は
安
心
感
を
持

っ
て
も
ら
え
ま
す
。
期
限
付
き

な
の
で
、
継
ぐ
人
が
い
な
く
な

っ
て
無
縁
化
す
る
こ
と
も
避
け

ら
れ
ま
す
」
と
話
し
て
い
る
。

問
い
合
わ
せ
は
霊
園
管
理
事
務

所
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０
１
２
０

・
３
９
・
４
１
０
１
へ
。

墓
じ
ま
い
に
踏
み
切
る
前

に
、山
崎
さ
ん
が
勧
め
る
の
は
、

そ
の
旨
を
知
ら
せ
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
ボ
ー
ド
を
現
在
の
墓
に
最
低

１
年
は
立
て
か
け
て
お
く
こ
と

だ
。
自
分
た
ち
は
気
づ
か
な
く

と
も
、
定
期
的
に
お
参
り
に
来

る
人
が
い
る
場
合
も
あ
る
‐。墓

参
に
行
っ
た
ら
墓
が
な
く
て
驚

い
た
と
い
う
事
態
を
避
け
る
た

め
、
墓
参
の
人
に
前
も
っ
て
知

ら
せ
る
こ
と
が
大
切
だ
。

標
準
的
な
４
平
方
研
の
墓
の

場
合
、
撤
去
す
る
の
に
基
礎
部

分
を
含
め
て
３０
万
円
程
度
の
費

用
が
か
か
る
と
い
う
。
遺
骨
の

移
転
先
は
一
般
的
な
家
族
墓
の

ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
現
れ

て
い
る
。
自
治
体
や
民
間
霊
園

な
ど
が
運
営
し
、
一数
多
く
の
遺

骨
を
ま
と
め
て
埋
葬
す
る

「合

同
墓
」
、
樹
木
を
墓
標
代
わ
り

に
す
る

「樹
木
葬
墓
地
」
、
船
‐

に
乗
っ
て
沖
合
で
行
う

「海
洋

散
骨
」
な
ど
が
あ
る
。
自
宅
で

故
人
を
弔
う
た
め
、
遺
骨
の
一

部
を
小
さ
な
つ
ぼ
の
形
を
し
た

ケ
ー
ス
に
納
め
る
手
元
供
養
も

人
気
を
集
め
て
い
る
。

墓
を
継
ぐ
人
が
い
な
く
て
も

安
心
し
て
墓
を
建
て
ら
れ
る
期

限
付
き
の
墓
も
道
内
外
で
設
定

今のお墓

撤 去


