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「
墓
じ
ま
い
」
で
思
う
こ
と 

  

今
年
の
夏
は
猛
暑
日
の
連
続
で
体

に
こ
た
え
る
暑
さ
で
し
た
。
日
中
は

ま
だ
ま
だ
暑
い
で
す
が
、
よ
う
や
く

朝
晩
吹
く
風
に
秋
の
気
配
が
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
少
し
ず
つ
季
節

が
進
ん
で
い
る
感
が
い
た
し
ま
す
。 

９
月
は
秋
の
お
彼
岸
を
お
迎
え
し

ま
す
。
こ
の
期
間
に
お
墓
参
り
に
出

か
け
る
と
い
う
人
も
多
い
と
思
い
ま

す
。
彼
岸
花
に
お
墓
参
り
、
日
本
の

秋
の
風
物
詩
と
い
っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。 

 

し
か
し
、
そ
の
状
況
が
大
き
く
変

わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
今
年
に
入

り
、
あ
る
経
済
誌
が
「
宗
教
消
滅
」

と
い
う
特
集
を
組
み
ま
し
た
。
日
本

の
宗
教
が
衰
退
し
て
い
る
と
い
う
デ

ー
タ
を
挙
げ
て
の
特
集
で
し
た
が
、

そ
の
中
で
顕
著
な
の
が
い
わ
ゆ
る

「
墓
じ
ま
い
」。
あ
る
意
味
、
そ
の
流

れ
は
仕
方
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
墓
は
行
き
に
く
い
場
所
に
あ
る

こ
と
が
多
い
で
す
し
、
後
継
者
も
遠

方
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
多

い
。
物
理
的
に
墓
を
維
持
し
て
い
く

と
い
う
の
が
難
し
い
時
代
で
す
。
し

か
し
、
墓
と
一
緒
に
「
敬
い
の
心
」

ま
で
「
お
し
ま
い
」
に
し
て
は
い
け

ま
せ
ん
。 

 

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
・
ト
イ
ン
ビ

ー
は
民
族
が
滅
亡
す
る
と
き
に
は
三

つ
の
大
き
な
要
因
が
あ
る
と
し
て
、

「
①
理
想
を
失
う
」
「
②
歴
史
を
失

う
」「
③
物
事
を
数
量
で
見
る
」
を
挙

げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
民
族
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
一
人
の
人
間
が
生
き
て

い
く
上
で
大
事
に
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
を
言
い
当
て
て
い
る
と
思

い
ま
す
。 

「
①
理
想
を
失
う
」
と
は
「
自
分

だ
け
よ
け
れ
ば
い
い
」
と
い
う
独
り

よ
が
り
に
な
る
こ
と
で
す
。「
子
ど
も

た
ち
に
め
ん
ど
う
を
か
け
た
く
な

い
」。
墓
じ
ま
い
を
さ
れ
る
多
く
の
方

が
言
わ
れ
る
言
葉
で
す
。
人
間
は
古

代
か
ら
死
者
に
対
し
て
花
を
た
む
け

る
な
ど
し
て
、
大
切
に
敬
う
と
い
う

習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。 

「
②
歴
史
を
失
う
」
と
は
「
今
だ

け
よ
け
れ
ば
い
い
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
い
の
ち
は
繋
が
り
で
す
。
そ
の

繋
が
り
の
歴
史
の
中
で
私
は
生
ま

れ
、
後
の
歴
史
へ
と
繋
が
っ
て
い
く

の
で
す
。
先
祖
を
敬
う
こ
と
を
忘
れ

て
し
ま
っ
た
人
は
、
本
当
の
意
味
で

自
分
自
身
も
大
切
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

「
③
物
事
を
数
量
で
見
る
」
と
は

「
金
や
モ
ノ
だ
け
が
大
切
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
何
で
も
お
金
に
換
算
し

て
考
え
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
精
神
的

な
ゆ
と
り
や
心
の
豊
か
さ
を
忘
れ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。 

 
 

お
墓
が
あ
る
人
も
な
い
人
も
、「
墓

じ
ま
い
」
を
考
え
て
い
る
人
も
考
え

て
い
な
い
人
も
、
こ
の
お
彼
岸
の
時

期
に
、
い
ま
の
私
た
ち
の
生
き
方
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
。 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

秋
季
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要 

９
月
８
日
（
金
）
午
前
10
時
～ 

 

法
要 

引
き
続
き 

法
話 

法
話 

田
中
智
教 

師 

（
名
古
屋
別
院
主
事
） 

※
午
前
の
み
の
法
要
と
い
た
し
ま
す
。 

お
斎
（
食
事
）
、
呈
茶
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

  

本
山
報
恩
講
団
体
参
拝
（
日
帰
り
） 

11
月
24
日
（
金
） 

東
本
願
寺
報
恩
講
（
逮
夜
）
参
拝
、 

聖
護
院
門
跡 

見
学 

他 

参
加
費 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

定
員 

30
名
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
） 

    

 

   

〇
台
風
接
近
が
危
惧
さ
れ
た
今
年
の

お
盆
で
し
た
が
、
た
く
さ
ん
の
方
に

お
参
り
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
家
族
で
お
参
り
さ
れ
る

方
も
多
く
、
コ
ロ
ナ
前
の
生
活
が
戻

り
つ
つ
あ
る
と
実
感
で
き
ま
し
た
。 

 

○
今
月
８
日
（
金
）
に
秋
の
お
彼
岸
・

永
代
経
法
要
を
お
つ
と
め
い
た
し
ま

す
。
先
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た
よ
う

に
住
職
の
別
院
勤
務
時
代
の
後
輩
に

法
話
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

参
詣
く
だ
さ
い
。 

 

〇
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
上
宮
寺
公
式
ア
カ
ウ

ン
ト
を
作
成
し
ま
し
た
。
行
事
を
お

知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

を
使
っ
て
の
法
要
の
依
頼
や
相
談
も

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
上
の
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
っ
て
い
た
だ
い

て
ぜ
ひ
友
だ
ち
登
録
を
お
願
い
し
ま

す
。 

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

夏
の
甲
子
園
は
神
奈
川
県
代
表
の

慶
応
が
一
〇
七
年
ぶ
り
の
優
勝
を
飾

り
ま
し
た
。「
エ
ン
ジ
ョ
イ
ベ
ー
ス
ボ

ー
ル
」
を
掲
げ
、
練
習
は
選
手
の
自

主
性
に
任
せ
、
頭
髪
は
自
由
と
い
う

こ
と
が
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
準
優

勝
の
仙
台
育
英
も
監
督
が
選
手
に
あ

れ
こ
れ
と
口
や
か
ま
し
く
指
導
す
る

の
で
は
な
く
、
の
び
の
び
と
プ
レ
ー

さ
せ
る
ス
タ
イ
ル
。
高
校
野
球
の
新

時
代
を
あ
ら
わ
す
よ
う
な
両
チ
ー
ム

で
し
た
。
一
方
、
最
下
位
を
独
走
す

る
地
元
球
団
は
い
つ
も
何
や
ら
重
苦

し
い
雰
囲
気
。
慶
応
や
仙
台
育
英
の

方
針
を
見
習
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

（
住
職
記
） 

 

そ
の
他
の
行
事 

 
 第

70
回 

舞
楽
と
管
絃
の
会 

10
月
11
日
（
水
）
18
時
半
～ 

名
古
屋
市
芸
術
創
造
セ
ン
タ
ー 

【
演
目
】 

管
絃 

「
盤
渉
調
越
殿
楽
・
白
柱
」 

朗
詠 

「
十
方
」 

舞
楽 

「
納
曽
利
」「
陵
王
」 

※
入
場
無
料 

             

 

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 

☏
０
５
２-

８
７
１-

０
５
４
７ 

上宮寺公式アカウント 

 

 

 

 

 

 

友だち登録をお願いします。 

 


