
死
が
多
様
化
す
る
現
代
に
こ
そ

僧
侶
の
姿
勢
が
問
わ
れ
て
く
る

葬
儀
の
簡
略
化
の
波
は
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
、

僧
侶
も
檀
信
徒
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
が
嘆
か
れ
る
今
、

あ
ら
た
め
て
葬
儀
の
司
式
者
と
し
て
の
自
覚
を
甦
ら
せ
る
。
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Junkai Shinozuka

死
者
と
生
者
を
つ
な
ぐ

宗
教
者
の
使
命

北
村
敏
泰

回
ま
で
、
人
の
死
や
来
世
の
問

題
に
関
わ
る
こ
と
こ
そ
僧
侶
の

役
割
、
宗
教
者
な
ら
で
は
の
使
命
だ
と
書

い
た
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
死
者
と

生
者
を
つ
な
ぐ
こ
と
で
も
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
直
後
の
被
災
地
、
岩
手

県
釜
石
市
で
の
こ
と
だ
。
連
日
、
何
百
人

も
の
悲
惨
な
遺
体
が
運
び
込
ま
れ
る
安
置

所
で
、
床
に
並
べ
ら
れ
た
犠
牲
者
一
人
ひ

と
り
に
話
し
か
け
、
献
身
的
に
世
話
を
す

る
民
生
委
員
の
Ｔ
さ
ん
（
70
）
が
い
た
。

あ
る
日
、
小
さ
な
男
児
の
遺
体
が
搬
入
さ

れ
た
が
、
そ
れ
を
わ
が
子
と
確
認
し
た
若

い
母
親
は
あ
ま
り
の
悲
嘆
で
声
も
出
ず
、

体
が
動
か
な
い
。
そ
こ
で
Ｔ
さ
ん
は
母
子

の
間
に
立
っ
て
男
児
に
話
し
か
け
た
。「
こ

れ
か
ら
パ
パ
と
マ
マ
に
守
ら
れ
て
火
葬
場

に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
よ
。
遅
く
な
っ
た

ね
。
で
も
、
お
家
に
帰
っ
た
ら
マ
マ
が
お

料
理
を
作
っ
て
供
え
て
く
れ
る
よ
」。
そ

の
言
葉
に
母
親
は
わ
が
子
に
駆
け
寄
っ
た

が
、「
ご
め
ん
ね
、
マ
マ
が
助
け
て
あ
げ

ら
れ
な
く
て
…
」
と
涙
で
言
う
の
が
精
い

っ
ぱ
い
。
Ｔ
さ
ん
は
「
大
丈
夫
、
君
は
マ

マ
に
感
謝
し
て
る
も
ん
な
」
と
続
け
る
。

そ
れ
で
母
親
は
よ
う
や
く
夫
と
抱
き
合
い
、

大
声
で
泣
き
続
け
る
こ
と
が
出
来
た
。

絶
望
的
苦
悩
の
中
で
、
当
事
者
が
口
に

さ
え
で
き
な
い
思
い
を
代
わ
っ
て
言
葉
に

す
る
。
死
者
と
生
者
を
つ
な
ぐ
、
ま
る
で

宗
教
者
の
よ
う
な
行
い
を
続
け
た
Ｔ
さ
ん

は
、
か
つ
て
葬
儀
社
に
勤
め
、
死
の
悲
嘆

に
お
け
る
僧
侶
の
役
割
の
重
み
を
痛
感
し

て
い
た
と
い
う
。
仏
教
者
へ
の
期
待
は
大

き
い
の
だ
。
連
載
初
回
、
死
者
に
遺
族
が

気
持
ち
を
伝
え
る
「
風
の
電
話
」
を
運
営

す
る
佐
々
木
さ
ん
が
、「
お
坊
さ
ん
自
身

が
電
話
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
訴
え
た
と

い
う
の
も
そ
れ
だ
。

原
発
事
故
被
災
地
の
福
島
県
南
相
馬
市

の
曹
洞
宗
寺
院
の
住
職
（
75
）
は
、
住
民

が
避
難
さ
せ
ら
れ
る
中
で
寺
に
踏
み
止
ま

り
、
津
波
犠
牲
者
の
無
残
な
遺
体
を
火
葬

場
で
何
週
間
も
供
養
し
続
け
た
。
家
族
も

生
活
も
奪
わ
れ
住
ま
い
を
追
わ
れ
る
人
々

は
放
心
状
態
で
、「
肉
親
を
弔
い
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
だ
け
が
生
き
る
支
え
だ
っ

た
。「
そ
の
た
め
に
も
し
っ
か
り
生
き
ま

し
ょ
う
」。
そ
う
呼
び
か
け
る
住
職
は
、

皆
が
先
祖
や
家
族
の
縁
に
支
え
ら
れ
生
か

さ
れ
て
い
る
、
仏
教
が
縁
の
宗
教
で
あ
る

こ
と
を
心
底
実
感
し
た
と
い
う
。
過
労
で

倒
れ
る
ま
で
毎
日
何
度
も
読
経
に
通
っ
た

住
職
は
、
筆
者
の
取
材
に
「
あ
ん
な
過
酷

な
お
勤
め
が
私
に
出
来
た
の
は
、
無
念
で

亡
く
な
っ
た
方
々
が
憑
依
し
た
か
ら
で
し

ょ
う
」
と
話
し
た
。
霊
魂
の
存
在
云
々
の

話
で
は
な
い
。
目
に
見
え
な
く
て
も
死
者

を
感
じ
取
り
、
生
者
に
つ
な
げ
る
。
こ
れ

こ
そ
が
宗
教
的
感
性
で
は
な
い
か
。

筆
者
が
被
災
地
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
行

っ
た
際
に
も
感
じ
た
。
行
動
を
共
に
し
た

京
都
の
日
蓮
宗
の
僧
侶
は
、
現
場
で
瓦
礫

撤
去
な
ど
の
作
業
に
ひ
た
す
ら
汗
を
流
し
、

お
坊
さ
ん
ら
し
い
素
振
り
も
見
せ
な
け
れ

ば
、
問
わ
れ
な
い
と
僧
侶
と
も
名
乗
ら
な

い
。
が
、
作
業
の
間
に
何
事
か
を
念
じ
て

い
る
様
子
で
、
聞
く
と
「
こ
の
場
で
亡
く

な
っ
た
方
の
霊
を
感
じ
、
寺
に
連
れ
帰
っ

て
供
養
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
」
と
言

う
。
別
の
機
会
、
同
行
し
た
金
光
教
の
教

師
は
物
資
支
援
で
の
訪
問
先
で
、「
こ
の

あ
た
り
に
何
人
も
の
遺
体
が
置
か
れ
て
い

た
」
と
不
安
が
る
被
災
者
の
求
め
に
応
じ

て
、
正
式
な
鎮
魂
の
祭
礼
を
斎
行
し
た
。

経
典
、
教
義
上
の
論
議
と
い
う
よ
り
、

実
生
活
の
中
で
生
き
て
い
る
人
々
に
「
死
」

を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
か
だ
。
最
近
、
各

地
で
注
目
さ
れ
て
い
る
「
臨
床
宗
教
師
」

の
生
み
の
親
で
あ
り
、
宮
城
県
の
宗
教
者

ら
の
支
援
団
体
「
心
の
相
談
室
」
代
表
だ

っ
た
故
・
岡
部
健
医
師
が
生
前
、
語
っ
て

く
れ
た
。「
人
は
生
き
て
い
る
間
は
医
療

と
か
福
祉
と
か
い
ろ
ん
な
手
立
て
が
あ
る

の
に
、
死
と
い
う
山
の
尾
根
を
越
え
て
あ

の
世
に
降
り
て
行
く
時
に
は
暗
闇
の
中
で

何
の
道
し
る
べ
も
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
宗

教
者
の
役
割
が
あ
る
ん
で
す
」
と
。

彼
は
長
年
、
在
宅
ホ
ス
ピ
ス
医
療
に
携

わ
り
、
看
取
り
の
現
場
で
、
臨
死
者
が
亡

く
な
っ
た
父
母
な
ど
近
し
い
人
の
「
お
迎

え
」
に
遭
う
と
い
う
話
に
数
多
く
接
し
た
。

自
ら
も
が
ん
で
亡
く
な
る
前
、
家
族
に
囲

ま
れ
た
自
宅
で
過
ご
し
、
そ
し
て
強
い
興

味
を
示
し
て
い
た
「
臨
終
行
儀
」
さ
な
が

ら
に
、
信
頼
す
る
僧
侶
が
最
期
ま
で
付
き

添
っ
た
。
岡
部
医
師
は
身
を
も
っ
て
宗
教

者
に
大
き
な
期
待
と
、
そ
し
て
重
い
宿
題

と
を
示
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

前

1951年大阪生まれ。75年京都大学法学部卒業、同年大手新聞社入社。
社会部記者・編集局部長など歴任。現代社会における宗教など取材。
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ジ
ャ
ー
ナ
リ
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ト

中
外
日
報
社
特
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編
集
委
員

Toshihiro Kitamura

お
坊
さ
ん
に

期
待
す
る
こ
と

第
４
回

実
感
！
仏
教
は
縁
の
宗
教

―
青
年
僧
の
会
で
は
、
毎
年
、
住
職
学
と
い

う
講
座
を
開
か
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

当
会
が
で
き
て
も
う
す
ぐ
40
年
に
な
り
ま
す
。

住
職
学
講
座
は
当
初
よ
り
開
催
し
て
い
ま
し
た
。

最
初
は
１
年
お
き
に
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

最
近
は
毎
年
開
催
し
て
い
ま
す
。

―
篠
塚
さ
ん
が
会
長
に
な
ら
れ
た
昨
年
、
そ

し
て
今
年
と
「
新
し
い
仏
教
（
僧
侶
）
の
か
た

ち
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど

ん
な
こ
と
で
す
か
？

は
い
、
テ
ー
マ
の
さ
ら
に
核
と
な
る
テ
ー
マ

は
「
死
」
で
す
ね
。
臨
床
宗
教
師
と
し
て
末
期

の
方
と
向
き
合
わ
れ
て
い
る
先
生
、
グ
リ
ー
フ

ケ
ア
を
広
め
る
活
動
を
さ
れ
て
い
る
先
生
な
ど
、

死
に
関
連
し
た
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
々
に
講

師
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
今
年
は
そ
れ
を
受
け

て
、
死
を
見
つ
め
た
う
え
で
、
ど
う
日
常
を
生

き
る
か
と
い
う
内
容
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

―
そ
の
背
景
に
は
、
死
が
多
様
化
し
て
き
て

い
る
と
い
う
認
識
が
お
あ
り
で
す
か
？

死
や
葬
送
と
い
う
の
は
、
お
寺
と
切
っ
て
も

切
れ
な
い
関
係
で
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
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者
が
被
災
地
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
行

っ
た
際
に
も
感
じ
た
。
行
動
を
共
に
し
た

京
都
の
日
蓮
宗
の
僧
侶
は
、
現
場
で
瓦
礫

撤
去
な
ど
の
作
業
に
ひ
た
す
ら
汗
を
流
し
、

お
坊
さ
ん
ら
し
い
素
振
り
も
見
せ
な
け
れ

ば
、
問
わ
れ
な
い
と
僧
侶
と
も
名
乗
ら
な

い
。
が
、
作
業
の
間
に
何
事
か
を
念
じ
て

い
る
様
子
で
、
聞
く
と
「
こ
の
場
で
亡
く

な
っ
た
方
の
霊
を
感
じ
、
寺
に
連
れ
帰
っ

て
供
養
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
」
と
言

う
。
別
の
機
会
、
同
行
し
た
金
光
教
の
教

師
は
物
資
支
援
で
の
訪
問
先
で
、「
こ
の

あ
た
り
に
何
人
も
の
遺
体
が
置
か
れ
て
い

た
」
と
不
安
が
る
被
災
者
の
求
め
に
応
じ

て
、
正
式
な
鎮
魂
の
祭
礼
を
斎
行
し
た
。

経
典
、
教
義
上
の
論
議
と
い
う
よ
り
、

実
生
活
の
中
で
生
き
て
い
る
人
々
に
「
死
」

を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
か
だ
。
最
近
、
各

地
で
注
目
さ
れ
て
い
る
「
臨
床
宗
教
師
」

の
生
み
の
親
で
あ
り
、
宮
城
県
の
宗
教
者

ら
の
支
援
団
体
「
心
の
相
談
室
」
代
表
だ

っ
た
故
・
岡
部
健
医
師
が
生
前
、
語
っ
て

く
れ
た
。「
人
は
生
き
て
い
る
間
は
医
療

と
か
福
祉
と
か
い
ろ
ん
な
手
立
て
が
あ
る

の
に
、
死
と
い
う
山
の
尾
根
を
越
え
て
あ

の
世
に
降
り
て
行
く
時
に
は
暗
闇
の
中
で

何
の
道
し
る
べ
も
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
宗

教
者
の
役
割
が
あ
る
ん
で
す
」
と
。

彼
は
長
年
、
在
宅
ホ
ス
ピ
ス
医
療
に
携

わ
り
、
看
取
り
の
現
場
で
、
臨
死
者
が
亡

く
な
っ
た
父
母
な
ど
近
し
い
人
の
「
お
迎

え
」
に
遭
う
と
い
う
話
に
数
多
く
接
し
た
。

自
ら
も
が
ん
で
亡
く
な
る
前
、
家
族
に
囲

ま
れ
た
自
宅
で
過
ご
し
、
そ
し
て
強
い
興

味
を
示
し
て
い
た
「
臨
終
行
儀
」
さ
な
が

ら
に
、
信
頼
す
る
僧
侶
が
最
期
ま
で
付
き

添
っ
た
。
岡
部
医
師
は
身
を
も
っ
て
宗
教

者
に
大
き
な
期
待
と
、
そ
し
て
重
い
宿
題

と
を
示
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

前

1951年大阪生まれ。75年京都大学法学部卒業、同年大手新聞社入社。
社会部記者・編集局部長など歴任。現代社会における宗教など取材。
著書『苦縁　東日本大震災　寄り添う宗教者たち』

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

中
外
日
報
社
特
別
編
集
委
員

Toshihiro Kitamura

お
坊
さ
ん
に

期
待
す
る
こ
と

第
４
回

実
感
！
仏
教
は
縁
の
宗
教

―
青
年
僧
の
会
で
は
、
毎
年
、
住
職
学
と
い

う
講
座
を
開
か
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

当
会
が
で
き
て
も
う
す
ぐ
40
年
に
な
り
ま
す
。

住
職
学
講
座
は
当
初
よ
り
開
催
し
て
い
ま
し
た
。

最
初
は
１
年
お
き
に
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

最
近
は
毎
年
開
催
し
て
い
ま
す
。

―
篠
塚
さ
ん
が
会
長
に
な
ら
れ
た
昨
年
、
そ

し
て
今
年
と
「
新
し
い
仏
教
（
僧
侶
）
の
か
た

ち
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど

ん
な
こ
と
で
す
か
？

は
い
、
テ
ー
マ
の
さ
ら
に
核
と
な
る
テ
ー
マ

は
「
死
」
で
す
ね
。
臨
床
宗
教
師
と
し
て
末
期

の
方
と
向
き
合
わ
れ
て
い
る
先
生
、
グ
リ
ー
フ

ケ
ア
を
広
め
る
活
動
を
さ
れ
て
い
る
先
生
な
ど
、

死
に
関
連
し
た
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
々
に
講

師
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
今
年
は
そ
れ
を
受
け

て
、
死
を
見
つ
め
た
う
え
で
、
ど
う
日
常
を
生

き
る
か
と
い
う
内
容
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

―
そ
の
背
景
に
は
、
死
が
多
様
化
し
て
き
て

い
る
と
い
う
認
識
が
お
あ
り
で
す
か
？

死
や
葬
送
と
い
う
の
は
、
お
寺
と
切
っ
て
も

切
れ
な
い
関
係
で
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
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財
産
目
録
を

作
成
す
る
（
１
）

河
村
照
円 

真
言
宗
智
山
派
阿
弥
陀
院
住
職・税
理
士

知
っ
て
お
き
た
い
寺
院
会
計　
6

提
出
書
類
、怠
る
と
過
料

財
産
目
録
は
宝
物
帳

1978年茨城生まれ。真言宗智山派阿弥陀院住職。立命館大学経営学部卒業後、
智山専修学院にて僧籍取得。自坊に税務調査が入ったことをきっかけに税理士を目指す。
平成17年税理士登録。趣味は読書とカフェ巡り。

Shouen Kawamura

れ
ま
で
お
寺
が
最
低
限
行
う
事

務
手
続
き
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ

ま
し
た
。

  

そ
れ
は
①
給
料
に
関
す
る
手
続
き
と
②

都
道
府
県
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
で
す
。

②
を
提
出
し
な
い
と
、
都
道
府
県
か
ら
督

促
状
が
届
き
ま
す
。「
そ
う
い
え
ば
…
」

と
心
当
た
り
の
あ
る
方
も
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　 

そ
こ
で
今
回
は
②
の
内
容
を
中
心
に
お

話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

毎
年
、
ど
の
お
寺
で
も
都
道
府
県
に
い

く
つ
か
の
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
会
計
期
間
の
終
了
日
か

ら
３
ヶ
月
以
内
に
作
成
し
て
、
4
ヶ
月
以

内
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

会
計
期
間
が
4
月
1
日
～
3
月
31
日
の
お

寺
は
、
7
月
31
日
が
提
出
期
限
と
な
り
ま

す
。
提
出
し
て
い
な
い
場
合
に
は
督
促
状

が
届
き
、
そ
れ
で
も
提
出
を
し
な
い
と

こ

10
万
円
以
下
の
過
料
が
課
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
す
。

　

都
道
府
県
に
提
出
す
る
書
類
の
一
覧
は

以
下
の
と
お
り
で
す
。

■
ど
の
お
寺
も
提
出
す
る
書
類

　
●
役
員
名
簿

　
●
財
産
目
録

■
作
成
し
て
い
る
又
は
該
当
す
る
場
合
に

　
提
出
す
る
書
類

　

●
収
支
計
算
書

　

●
貸
借
対
照
表

　
　
●
境
内
建
物
に
関
す
る
書
類

　　

●
事
業
に
関
す
る
書
類

　

こ
の
よ
う
に
ど
の
お
寺
で
も
役
員
名
簿

と
財
産
目
録
は
作
成
し
て
提
出
し
ま
す
。

役
員
名
簿
は
、
名
前
、
生
年
月
日
、
住
所
、

就
任
や
退
任
の
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の

で
す
。
代
表
役
員
、
責
任
役
員
、
総
代
と

い
っ
た
役
職
ご
と
に
記
入
し
ま
す
。

　

次
に
財
産
目
録
で
す
が
、
こ
れ
は
会
計

年
度
末
に
お
い
て
有
す
る
資
産
と
負
債
の

一
覧
を
表
し
た
も
の
で
す
。
資
産
は
「
特

別
財
産
」「
基
本
財
産
」「
普
通
財
産
」
の

３
つ
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

　

特
別
財
産
に
は
、
主
に
仏
像
・
仏
具
な

ど
礼
拝
や
儀
式
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る

財
産
を
載
せ
ま
す
。
し
か
し
金
額
が
不
明

な
場
合
に
は
「
評
価
し
な
い
」
と
記
載
し

て
、
０
円
で
の
計
上
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

基
本
財
産
に
は
、
宗
教
活
動
を
行
う
上

で
の
財
産
的
基
盤
と
な
る
境
内
地
・
境
内

建
物
な
ど
を
載
せ
ま
す
。
も
し
基
金
が
あ

れ
ば
こ
こ
に
記
載
し
ま
す
。

　

普
通
財
産
は
、
通
常
の
寺
院
運
営
に
お

い
て
必
要
と
な
る
現
金
・
預
貯
金
や
車
両

と
い
っ
た
財
産
を
記
載
し
ま
す
。

　

負
債
に
は
、
マ
イ
ナ
ス
の
財
産
を
記
載

し
ま
す
。
無
借
金
の
お
寺
の
場
合
、
通
常

は
給
料
に
対
す
る
源
泉
税
（
所
得
税
・
住

民
税
）
を
記
載
し
ま
す
。

　

特
別
財
産
と
基
本
財
産
は
、
毎
年
大
き

な
変
動
が
あ
り
ま
せ
ん
。
前
年
の
財
産
目

録
に
基
本
財
産
と
負
債
の
金
額
を
更
新
し

て
、
財
産
目
録
を
作
成
し
て
い
る
お
寺
が

ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

財
産
目
録
は
今
ま
で
の
歴
代
住
職
が
残

し
て
く
れ
た
宝
物
帳
で
あ
る
と
も
い
え
ま

す
。
長
い
年
月
を
か
け
て
築
き
上
げ
ら
れ

て
き
た
特
別
財
産
や
基
本
財
産
の
重
み
を

感
じ
る
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
自
分
が

こ
れ
か
ら
お
寺
を
守
っ
て
い
く
決
意
を
胸

に
、
毎
年
の
財
産
目
録
を
作
成
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
昨
年
の
財
産
目
録
の
数
字
を
更

新
す
る
だ
け
で
な
く
、
一
つ
ひ
と
つ
の
仏

具
の
確
認
ま
で
さ
れ
る
と
、
財
産
目
録
が

ま
た
違
っ
た
も
の
に
見
え
て
く
る
と
思
い

ま
す
。

区分・種別
数　量 金　額 備　考

（資産の部）

特
別
財
産

１．宝物

　　（１）　地蔵菩薩像 1　体 0 円 評価しない

２．什器

　　（１）　経机 1　脚 0 円 評価しない

特別財産計 0 円

基
本
財
産

１．土地

　　（１）　境内地 1,500㎡ 15,000,000 円 近隣地価比準額

２．建物

　　（１）　境内建物

　　　 　本堂、庫裡外 1,000㎡ 30,000,000 円 取得価額

基本財産計 45,000,000 円

普
通
財
産

１．車両 1　台 2,000,000 円 取得価額

２．普通預金 12,204,000 円

３．現金 500,000 円

普通財産計 14,704,000 円

資産合計（Ａ） 59,704,000 円

　　　　 （負債の部）

４．預り金

　（１）　源泉所得税・住民税等 50,520 円

負債合計（Ｂ） 50,520 円

正味財産（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 59,653,480 円

財産目録
　　　　　○○寺　　　　　　平成 28 年 3 月 31 日現在

15



ん
な
に
な
ん
で
も
で
き
る
フ
ィ
ー

ル
ド
を
い
た
だ
け
て
、
本
当
に
あ
り

が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
う
笑
顔
で
語
る
の
は
鶴
園
恭
子
さ
ん
。
自

身
も
得
度
を
し
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
僧
籍

を
持
つ
坊
守
さ
ん
だ
。
公
務
員
の
家
庭
に
生
ま

れ
、
障
が
い
児
教
育
や
高
齢
者
福
祉
の
現
場
で

勤
務
し
た
後
、
光
明
寺
の
副
住
職
一
麿
さ
ん
と

結
婚
を
し
た
の
は
11
年
前
。
そ
れ
ま
で
は
お
寺

と
は
無
縁
の
生
活
だ
っ
た
。
嫁
い
で
1
年
半
あ

ま
り
の
う
ち
に
一
麿
さ
ん
の
両
親
が
相
次
い
で

往
生
、
下
積
み
も
ほ
と
ん
ど
な
い
ま
ま
坊
守
と

な
り
、
走
り
続
け
て
き
た
。
そ
の
11
年
を
ふ
り

か
え
っ
て
出
て
き
た
感
想
が
、
冒
頭
の
感
謝
の

言
葉
だ
。

　
子
ど
も
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
引
き
こ
も

り
や
ニ
ー
ト
、
家
の
中
の
こ
と
か
ら
地
域
の
こ

と
に
い
た
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
関
わ
る

こ
と
が
で
き
る
。
多
少
や
り
す
ぎ
て
も
「
お
寺

の
奥
さ
ん
だ
か
ら
し
ょ
う
が
な
い
」
と
許
し
て

も
ら
え
る
。
も
と
も
と
福
祉
に
関
心
が
あ
っ
た

恭
子
さ
ん
に
と
っ
て
、
お
寺
に
は
無
限
の
可
能

性
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
。

　
「
私
は
ほ
と
ん
ど
お
寺
に
い
な
い
か
ら
、
坊

守
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
」
と
恭
子
さ
ん
。
謙
遜
か

と
思
い
き
や
、
ど
う
も
本
当
ら
し
い
。
光
明
寺

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
（
子
ど
も
お
泊
り
会
）
の
お

手
伝
い
ス
タ
ッ
フ
の
面
々
に
「
ど
ん
な
坊
守
さ

ん
で
す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
、「
恭
子
さ
ん
の

こ
と
、
坊
守
と
言
っ
て
も
い
い
の
か
ね
。
お
寺

光
明
寺 

宮
崎
県
西
諸
県
郡
高
原
町

こ

一人暮らしの門徒さんを訪問。「恭子さんが来てから、住職の声が大きくなったわね」の一言に頬がくずれる

サマースクールでは子どもたちも朝のお勤め

班に分かれて仏教クイズ。当たった！ヤッター！

夜はお待ちかねの花火大会

取
材
・
文
●
小
川
有
閑
　
撮
影
●
北
谷
幸
一

浄
土
真
宗
で
は
古
く
か
ら
住
職
夫
人
を
坊
守
と
呼
び
、

坊
守
は
門
徒
や
地
域
を
み
ち
び
く
役
割
を
担
っ
て
き
た
。

過
疎
が
す
す
む
町
で
現
代
の
坊
守
が
果
た
す
役
割
を
さ
ぐ
る
。

家
の
奥
に
入
れ
る
特
権

少
子
高
齢
の
ま
ち
に

坊
守
が
自
転
車
で
笑
顔
を
運
ぶ

を
守
っ
て
な
い
じ
ゃ
な
い
」
と
ド
ッ
と
笑
い
が

起
き
た
。
も
ち
ろ
ん
信
頼
関
係
が
あ
っ
て
こ
そ

の
笑
い
だ
。
で
は
ど
こ
に
出
か
け
て
い
る
の
か
。

気
に
な
る
人
の
家
に
顔
を
出
し
て
い
る
の
だ
。

　
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
病
気
が
ち
で
引
き

こ
も
り
気
味
の
人
、
家
族
を
亡
く
し
た
ば
か
り

の
人
な
ど
、
定
期
的
に
顔
を
出
し
て
い
る
家
が

15
、
６
軒
、
そ
の
ほ
か
に
も
気
に
か
け
て
い
る

家
は
も
っ
と
あ
る
。
自
転
車
で
の
買
い
物
の
帰

り
道
、
ち
ょ
っ
と
寄
っ
て
み
る
。
２
、３
軒
の

は
し
ご
は
日
常
茶
飯
事
。
独
居
の
お
宅
で
あ
れ

ば
、
１
時
間
以
上
話
し
込
ん
で
し
ま
う
。「
お

寺
を
出
た
ら
２
時
間
は
戻
っ
て
こ
な
い
か
ら
、

住
職
に
は
い
つ
も
怒
ら
れ
る
ん
で
す
」
と
恭
子

さ
ん
は
肩
を
す
く
め
る
。

　
在
家
出
身
の
恭
子
さ
ん
に
は
、
僧
侶
で
あ
れ

ば
各
家
の
仏
間
ま
で
自
然
と
入
っ
て
い
け
る
こ

と
が
新
鮮
だ
っ
た
。「
お
仏
壇
は
家
の
奥
に
あ

り
ま
す
か
ら
、
家
庭
の
奥
ま
で
見
る
こ
と
が
で

き
る
ん
で
す
。
家
の
中
を
見
れ
ば
、
そ
の
家
の

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
で
し
ょ
。
民

生
委
員
や
保
健
師
だ
っ
て
、
普
通
は
玄
関
ま
で

で
す
よ
」
と
話
す
恭
子
さ
ん
に
、
訪
問
す
る
き

っ
か
け
の
作
り
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。

　
住
職
の
一
麿
さ
ん
が
、
お
盆
や
法
事
で
自
宅

に
お
参
り
に
行
っ
た
際
、
た
と
え
ば
お
年
寄
り

の
一
人
暮
ら
し
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
と
、
恭

子
さ
ん
に「
あ
の
お
宅
に
行
っ
た
方
が
良
い
よ
」

と
教
え
て
く
れ
る
。
恭
子
さ
ん
は
、
料
理
を
多

め
に
作
っ
た
時
な
ど
に
「
お
斎
が
多
め
に
で
き

た
ん
で
す
け
ど
、
召
し
上
が
っ
て
く
だ
さ
い
ま

せ
ん
か
？
」
と
連
絡
を
し
て
み
る
。
そ
う
す
る

宮崎市

宮崎県

光明寺
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中
道
を
見
失
わ
な
い
た
め
に
は

参加者紹介

長
年
、
認
知
症
を
専
門
と
し
て
き
ま
し

た
が
、
認
知
症
は
他
の
「
病
気
」
と
は
違

う
考
え
方
が
必
要
だ
と
つ
く
づ
く
感
じ
ま

す
。
あ
え
て
言
え
ば
〝
中
道
〞
が
求
め
ら

れ
る
の
で
す
。

「
病
気
だ
か
ら
治
せ
る
は
ず
だ
！
」
と
考

え
て
も
（
仮
に
右
派
と
し
ま
す
）、「
年
を

取
っ
た
ら
誰
で
も
な
る
の
だ
か
ら
医
学
の
出

る
幕
で
は
な
い
！
」
と
考
え
て
も
（
左
派
と

し
ま
す
）、
益
が
あ
り
ま
せ
ん
。

急
進
右
派
は
、
科
学
が
発
達
し
た
ら
認

知
症
は
な
く
な
る
の
だ
と
い
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
人
間
は
年
を
取
れ
ば
徐
々
に
機
能

は
低
下
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
有
限

性
に
対
す
る
無
謀
な
挑
戦
と
も
い
え
る
で

し
ょ
う
。

急
進
左
派
は
認
知
症
の
人
に
は
一
切
薬

を
の
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
、
施
設
な
ん
て
悪

だ
と
い
い
ま
す
が
、
実
際
に
家
族
の
介
護
に

心
身
を
す
り
へ
ら
し
て
い
る
人
の
苦
労
を
知

れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
は
ず
で

す
。
現
実
と
か
け
は
な
れ
た
正
義
の
押
し
つ

け
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

認
知
症
の
症
状
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
の
か
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
大
き
く
分
け

る
と
「
中
核
症
状
」
と
「
周
辺
症
状
」
で

分
け
る
の
が
一
般
的
で
す
。

中
核
症
状
と
は
脳
の
機
能
が
低
下
し
て

直
接
起
き
る
も
の
で
あ
り
、
も
の
忘
れ
が

代
表
的
で
す
が
、
見
当
識
障
害
（
日
付
や

場
所
や
人
が
わ
か
ら
な
い
）
や
実
行
機
能

障
害
（
合
目
的
的
な
行
動
が
で
き
な
い
）

な
ど
も
含
み
ま
す
。
一
方
の
周
辺
症
状
は
、

最
近
は
B
P
S
D
（
※
）
な
ど
と
言
わ
れ

ま
す
。
こ
の
典
型
的
な
も
の
が
、
も
の
盗

ら
れ
妄
想
で
す
。
つ
ま
り
、
大
事
な
お
金

を
し
っ
か
り
し
ま
う
→
記
憶
障
害
（
中
核
症

状
）
の
た
め
し
ま
っ
た
場
所
を
忘
れ
る
→
な

く
な
っ
た
と
思
う
→
誰
か
が
と
っ
た
に
違
い

な
い
と
思
う
→
近
し
い
人
に
疑
い
の
目
を
向

け
る
、と
い
う
流
れ
で
出
て
き
ま
す
。あ
る

い
は
、時
に
は
自
分
を
介
護
し
て
く
れ
る
大

切
な
方
に
対
す
る
暴
言
や
暴
力
が
見
ら
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
悲
劇
で
す
。

世
の
中
に
は
認
知
症
の
薬
と
称
す
る
も

の
は
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
脳
変
性
の

進
行
に
は
影
響
し
ま
せ
ん
。
感
染
症
で
例

え
る
な
ら
ば
、
細
菌
を
殺
す
薬
は
ま
だ
な
い

が
、
咳
を
止
め
た
り
熱
を
さ
げ
た
り
す
る
薬

が
あ
る
と
い
う
段
階
で
す
。

残
念
な
が
ら
中
核
症
状
は
時
間
が
た
て

ば
ゆ
っ
く
り
と
進
行
し
て
い
く
も
の
な
の
で

す
。
一
方
で
激
し
い
B
P
S
D
は
結
構
よ

く
な
り
ま
す
。
基
盤
に
は
不
安
や
イ
ラ
イ
ラ

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
非
薬
物
療
法

と
し
て
安
心
を
与
え
て
あ
げ
る
だ
け
で
よ
く

な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
よ
く
な
ら
な
い
場
合

は
、
漢
方
薬
な
ど
の
副
作
用
の
な
い
投
薬

中
核
症
状
は
治
ら
な
い
が

B
P
S
D
は
治
る

中
核
症
状
と
B
P
S
D

イラスト●北村 人

〝
中
道
〞を
求
め
て

岡
村
毅
医
師

第
7
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　葬儀社勤務
笑顔が武器の小悪魔系
よしえさん（32歳）

自社斎場を持つ大手の葬儀社に勤務。「私は若
手」と思っていたら、いつの間にか中堅社員に。
友引の前日は基本酔いつぶれるまで飲む酒豪。

　　葬儀社社長
物腰の柔らかさはこんにゃく以上系

老舗葬儀社で修行の後、生まれ故郷で起業。
葬儀が大好きで、ついつい仕事に没頭してし
まい、奥さんには頭が上がらない２児の父。

けんじさん（42歳）

　　派遣社員
あたしゃ、誰にも縛られないぜ系

商社でOLをしていたが、嫌気がさして退職。し
がらみなく働ける現在の職につく。葬儀の現場
に派遣され、司会や返礼品係をこなす一匹狼。

ともみさん（30歳）

編
集
部

今
日
は
お
忙
し
い
な
か
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
東
京
で
は
儀
式
を
行
わ
な
い

直
葬
が
３
割
を
超
え
て
い
る
と
耳
に
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
感
覚
で
は
い
か
が
で
す
か
？

け
ん
じ

直
葬
は
増
え
て
い
ま
す
。
た

だ
、
お
坊
さ
ん
が
来
る
直
葬
も
あ
り
ま

す
。
昔
の
直
葬
っ
て
何
も
し
な
い
の
が
多
か
っ

た
け
ど
、
今
は
炉
前
で
お
坊
さ
ん
が
来
て
読
経

す
る
パ
タ
ー
ン
も
増
え
て
い
る
。
葬
儀
が
炉
前

に
変
化
し
た
と
い
え
ば
い
い
の
か
な
。
率
と
し

て
は
、
昔
は
月
に
１
０
０
件
の
う
ち
10
件
が
直

葬
で
、
お
坊
さ
ん
が
来
た
の
が
1
件
と
し
た
ら
、

今
は
１
０
０
件
の
う
ち
直
葬
が
30
件
、
そ
の
う

ち
10
件
に
お
坊
さ
ん
が
来
る
。
お
坊
さ
ん
を
呼

ぶ
率
自
体
は
増
え
て
い
る
。

と
も
み

火
葬
場
で
待
っ
て
い
る
寺
、

結
構
、
多
い
よ
ね
。

編
集
部

ん
？

寺
？

と
も
み

あ
、
ご
め
ん
な
さ
い
、
つ
い

癖
で
…
…
。

編
集
部

裏
で
は
お
坊
さ
ん
の
こ
と
、「
寺
」

っ
て
呼
ん
で
る
ん
で
す
か
？

よ
し
え

あ
〜
、
私
の
と
こ
ろ
も
だ
。

こ
こ
カ
ッ
ト
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
ね
。

編
集
部

実
態
が
分
か
っ
て
、
覆
面
座
談
会
ら

し
く
て
良
い
で
す
よ
。
話
を
戻
し
ま
す
が
、
お

坊
さ
ん
が
来
る
直
葬
が
結
構
あ
る
の
で
す
ね
。

け
ん
じ

今
は
、
お
坊
さ
ん
が
直
葬
で

も
受
け
て
く
れ
る
で
し
ょ
。
紹
介
セ
ン

で
よ
く
な
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
。不
眠
が

隠
れ
て
い
て
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
る
場
合
は
、

弱
い
睡
眠
薬
だ
け
で
す
っ
か
り
良
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

最
初
に
述
べ
た
左
右
の
誤
っ
た
認
識
は
、

認
知
症
に
対
す
る
認
識
不
足
か
ら
来
る
も

の
で
す
。
中
核
症
状
と
は
共
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
ら
な
い
と
右
派
に

な
り
ま
す
。
一
方
で
B
P
S
D
は
治
さ
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
ら
な
い
と
左
派
と

な
り
ま
す
。

闘
う
べ
き
対
象
と
、
共
存
す
べ
き
対
象

を
し
っ
か
り
仕
分
け
る
こ
と
が
〝
中
道
〞
を

歩
む
た
め
に
は
必
要
で
す
。

1977年米国生まれ、医学博士（東京大学）。
専門は認知症学、社会医学。これまで山谷のホームレス支援団体
とも協働してきた。

Tsuyoshi Okamura 

覆 面 座 談 会

組み込み初七日や一日葬など、葬儀の簡略化は東京から広がっていると言われます。
寺ばなれが進み、僧侶の派遣・紹介サービスがビジネスになっている今、
僧侶と毎日のように顔を合わせている東京の葬儀屋さんは何を思うのでしょうか。

取材・文●小川有閑　イラスト●下杉正子　

言いたい、聞きたい、ホントのトコロ

マル秘！
葬儀屋さんのこわ～い話

●上

裏
で
の
呼
び
名
は
「
寺
」

※ BPSD：Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia
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