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下
の

地

蔵
・

院
森
神
社

向
か
い

の

地

蔵
堂
は

共
に

地
区
の

地
理
的
境
界
に

立
っ

て

い

る
。

車
堂
は

円
通

寺
参
道
入
口

に

あ
る

。

須
谷
の

地

蔵
盆
に
は

子

供
を

遊
ば
せ
る

要
素
は
な
い

。

八

月
二

三

日
に

、

「

境
界
」

に

立
つ

地

蔵
を
回
る
と
い

う
こ

と

は、

京
都
の

六
地

蔵
め

ぐ
り
を
「

う
つ

し
」

た

も

の

を

推
測

さ
れ

る
。

で

は

須

谷
の

地
蔵

盆
は

何
を

祀
っ

て

い

る

の

か

？

盆
供
と

同
様
の

供
物
が

地
蔵
に

捧
げ
ら
れ
て

い

る
こ

と

か
ら
、

地

蔵
盆
の

目
的
は
、

地
区
の

外
か

ら
や
っ

て
き
て

災
い

を

為
す
無
縁
仏
等
を

供
養
す

る

こ

と
と

考
え
ら

れ

る
。

　

但
し

、

須
谷
の

地
蔵
盆
に

は

新
仏
の

家
は

三

年
間
地
蔵
盆
を
し

な

け
れ

ば
な
ら
な
い

と
い

っ

た

心
意
は

見
ら

れ

な
い

。

新
仏

は

「

ア

ラ

ジ
ャ

ラ
」

と

呼
ば
れ
、

特
別
扱
い

さ

れ

る

存
在
で

は

あ
る

が
、

初
盆
に

於
い

て
、

種
々

の

施
餓
鬼
が
な
さ
れ

、

八

月
十
五

日

に

は
、

新
し

く
作
ら
れ
た
位

牌

が

仏
壇
に

収
め
ら
れ

、

以

後
は

特
別

扱
い

さ

れ

な
い

。

埋

葬
墓
は
少
な
く

と

も
足
か
け
三
年
は
維

持
さ
れ

、

そ
の

間
は

埋

葬
墓
へ

の

墓

参
り
が
さ
れ

る

と

い

う
心
意
も
存
在

す
る
が、

初
盆
に

よ
る

区
切

り
の

方
が
重
視
さ
れ

て

い

る
。

　

竹
野
町
竹
野
も
か
つ

て

は

両
墓
制
で

あ
り

、

竹
野
浜
自
治
会
の

共
同
墓

地
は

埋

葬
墓
地
で

あ
っ

た
と

さ
れ
て

い

る
。

と

す
る

と
、

地
蔵
盆
に
於
い

て

墓
地

入
口

の

地
蔵
に

供
物
を

捧
げ
る
の

は
、

も
と

も
と

災
い

を

為
す
無

縁
仏
等
を

供
養
す
る

も
の

で

あ
っ

た

と

考
え
ら
れ
る

。

ち
な
み
に

お
盆
の

際
、

墓

参
り
と

共
に
、

地

蔵
に

線
香
を
立

て

る
こ

と

は

行
わ

れ
る

が

地
蔵

に

供
物
は

捧
げ
ら
れ

な
い

。

地

元
の

方
は

い

ず
れ

の

行
事
も

先
祖
供
養
と

云

う
だ

ろ

う
が

、

学
術

的
に

は
地

蔵
盆
を

先
祖
供
養
と

す
る

に

は

留
保
せ

ざ
る

を
え
な
い

。

そ

し
て

、

地

元
の

方
の

云

う
先
祖
供
養
と
い

う
言
葉
の

意
味
・

用
法
も
考
え
る

必

要
が

あ
る

。

葬
送

倫
理
試

論

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
近
藤

　
　
剛

　

死
と

は
、

生
に

お
い

て

決
し
て

経
験
す
る

こ

と
の

で

き
な
い

事
実
で

あ

る
。

人
は
自
ら
の

死
を
経
験
し

た
時
に

は

既
に

生
き
て

い

な
い

の

で
、

自

分
自

身
に

よ
る

死
の

認
証
は

不
可
能
で

あ
る

。

死
と
い

う
も
の

は

常
に、

他
者
の

死
を
認
識
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

観
念
化
さ
れ
る

。

要
す
る

に、

死

と
は

他
者
の

死
に

投
影
さ

れ

た

も
の

で

あ
り、

そ
う
す
る
こ

と

に

よ

っ

て

し

か
、

自
ら
の

死
に

つ

い

て

思
い

巡
ら
せ

る

こ

と

は
で

き
な
い

の

で

あ

る
。

さ
ら
に
、

人

は

死
ん

だ

後
で

も
生

き
て

い

る

人
と

何
ら

か

の

関
わ

り

方
を

持
続
す
る

と

考
え
ら
れ

、

死
者
の

存
在
が

有
意
味
化
さ

れ

る
。

そ
れ

に

よ
っ

て
、

葬
り
の

意
義
が
示
さ
れ
る

こ

と
に

な
る

。

死
者
の

存
在
が

明

確
か

つ

強
固
に

認
識
さ
れ
る

に

つ

れ
て

、

葬
り
と
い

う
行
為
が

価
値
を

帯

び
る

の

で

あ
る

。

死

者
の

概
念
が
有
意

味
で

あ
る

根
拠
は

、

生
き
て

い

る

人

間
の

記
憶
に

あ
る

と
考
え
ら
れ
る

。

こ

の

記
憶
が

曖

昧
で

あ
れ
ば、

死

者
の

概
念
も

意
味
を
な
さ
な
く
な
る

。

こ

の

記
憶
が

な

く
な
れ
ば、

死

者

の

存
在
理
由
も
失
わ
れ
る

。

死
者
と

生

者
を

結
ぶ

記
憶
を
紡
ぐ
作

業、

そ

れ
が

葬
り
と
い

う
セ

レ

モ

ニ

ー

の

本

質
で

あ
ろ

う
。

そ
し

て、

葬
送
後
に

繰
り
返
し
行
わ

れ
る

追
悼
の

儀
式
が、

死

者
と
生

者
の

関
係
の

持
続
性
を

担
保
す
る

。

　

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

「

意
味
の

形
而
上

学
」

の

枠
組
み

を
用
い

て
、

葬
り
の

意
味
を
分
析
す
る
と

次
の

よ

う
に
な
る

。

葬
り
の

「

意
味
形
式
」

は

具
体

的
な
葬
制
（
狭
義
の

葬
制、

つ

ま
り
遺
体
処
理）

に
、

葬
り
の

「

意
味
内

容
」

は

個
別
的
で

特
殊
的
な
葬
儀
（
い

わ

ゆ

る
我
々

が
出
席
す
る

葬
式）

に

な
る

と

解
釈
で

き
る

。

葬
り
の

「

意
味
内
容
」 、

つ

ま

り
セ

レ

モ

ニ

ー

と

し
て

の

葬
儀
に
反
映
さ
れ

る

の

は
、

そ
れ

ぞ
れ
の

文
化
的
な

伝
統
お
よ
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び

霊
魂

観
と

他
界
観
に

関
わ
る

狭

義
の

宗

教
性
で

あ
る

。

そ
れ

に

対
し

て
、

葬
り
の

「

意
味
内
実
」

は

狭
義
の

宗
教
性
を

超
え
た

と
こ

ろ

に

あ
る

も
の

、

よ

り
普
遍
性
の

高
い

も
の

で

あ
る

。

　

死
霊

鎮

撫
（

死
穢
を

忌
避

す
る、

死

霊
を

畏
怖

す
る
）

や

礼
拝

供
養

（
故
人
の

冥

福
を
祈
る、

故
人
へ

感
謝
の

気
持
ち
を

捧
げ
る

、

故
人
へ

の

罪
障
感
を

代
償

す
る

）

と

い

っ

た

葬
送

習
俗
を

基
礎
付
け
て

き
た

観
念

（

宗
教
的

伝
統）

は、

必
ず
し
も

葬
り
の

普
遍
性
を

担
保
し
て

い

な
い

と

言
わ
ざ
る

を

得
な
い

。

む
し

ろ
、

葬

儀
は

宗
教
の

有
無
に

か
か

わ

ら
ず

、

社
会
（
集
団、

組
織）

に

お

い

て

決
し
て

任
意
の

も
の

で

は
な

く
、

人
間

に

課
せ
ら

れ
た

義
務
と
し
て

考
え
ら
れ

な

け
れ
ば
な
ら
な
い

。

こ

の

義
務

の

無
制

約
的

な
要
請
こ

そ
葬
り
の

「

意
味
内

実
」

と

言
う
べ

き
で

あ
り、

筆
者
は

こ

こ

に

「

葬
送

倫
理
」

を

位
置
付
け
て

み

た

い

と
思

う
。

「

葬
送

倫
理
」

と
は
、

現
在
世
代
と

過
去
世
代
の

間
を

結
ぶ

世
代
間
的
な
倫
理
で

あ

り
、

自
己
の

存
在
認
証
に
不
可
欠

な
現
在
世
代
の

く

起
源
V

の

遡
求
に

関
わ

る

も
の

で

あ
る

。

こ

の

発
想
は
、

対
等
な
者
同
士
の

双
方
向
的
な
ル

ー

ル

と

し
て

取
り
決
め

ら
れ
る

倫
理
の

水
平
的
思
考
と

異
な
っ

て

い

る
。

「

葬
送
倫
理
」

の

特
徴
は
、

不
在
に

よ
っ

て

明
ら

か
と
な
る

存
在
（
死
者）
、

つ

ま
り
過
去
世
代
へ

向

け
ら
れ
た
倫
理
の

垂
直
的
思
考
に
あ
る

。

　
「

葬
送
倫
理
」

に

伴

う
責
任
感

情
は

、

主

体
性
の

形

成
に
お

い

て

決

定

的
な
位

置
を

占
め

、

人

間
を

人
間
た
ら
し
め
る
も
の

と

な
る

。

葬
り
の

習

慣
が

崩
壊
す
れ
ば

、

人

間
性
も
ま
た
喪
失
さ
れ
る

で

あ
ろ

う
。

葬
り
の

場

に

お

い

て
、

生
き
ゆ

く

者
と

死
に

ゆ

く
者
が
交
差
す
る

。

そ
れ
は
生
の

現

場
で

あ
る

に

ち
が
い

な
い

が
、

最
も
死
の

様
相
に、

生

命
の

虚

無
に

肉

薄

す
る

時
と
な
ろ

う。

葬
り
は
、

生
死
の

接

点
で

あ
る

。

こ

の

接
点
が

あ
れ

ば
こ

そ
、

我
々

は

連
綿
と

重
な
り
合
う
生
死
の

際
限
な
い

繋
が

り
を

認
識

で

き
る

の

で

は

な
い

か
。

我
々

は、

た

え
ず
ま
た

始
め
る

責
任
を

担
っ

て

お
り、

そ
の

た

め
に、

た
え
ず
ま
た
終
わ
ら
せ
る
義
務
が
あ
る

。

葬
り
は

不

在
と

い

う
形
で

存
在

す
る

死

者
を
憶
え
て、

そ
の

〈

存
在
の

声
〉

を
聴

く
こ

と

で

あ
る

。

こ

れ
は
生
か
さ

れ

た

者
の

務
め
で

あ

り、

我
々

の

生
き

る

勇
気
を
鼓
舞
す
る
こ

と
に

つ

な
が

る
。

世

界
は

対
立

葛
藤
に

苛
ま
れ
て

い

る

が
、

葬
る
と
い

う
こ

と
に

お
い

て

は

連

帯
で

き
る

で

あ
ろ

う
。

葬
り

は

数
少
な
い

人

類
の

共

通
性
で

あ
る

。

「

葬

送
倫
理
」

の

探
求
が

、

死
を

見
つ

め

て

生
の

尊
厳
に

目
覚
め

る

機
縁
を

結
ぶ

よ

う
願
っ

て

や

ま
な
い

。

青
葉
園
に

み

る

戦
後
日
本
に

お

け
る

死
者
へ

の

公
益

性
と
死
の

公
共
性

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

土
居

　
　
浩

　

埼
玉

県
の

旧

大
宮
市
三

橋
（
現
さ
い

た

ま

市
西
区
三

橋）

に

位

置
す
る

青
葉
園
は
、

公

式
サ

イ
ト
に

拠
れ
ば

「

公
益
を
目
的
と

す
る
財
団
法
人
の

経
営
で
、

戦
後
日
本
に
建
設
さ
れ
た

最
初
の

民
営
に
よ

る
公

園
墓
地
」

で

あ
る

。

本
報
告
で

は

青
葉
園
の

設
立
経

緯
と

そ
の

思
想
的
背

景
を

検
討
す

る
。

　

埼
玉

県
立

文
書
館

所
蔵
の

「

財
団
法
人

設
立

許
可

関

係
書
類
（
青

葉

園
ご
（
文
書
番
号
九
二

八
四
）

に

よ
れ
ば、

青
葉
園
は

昭

和
二

七

年
十
二

月
に

墓
地
の

新
設
が

許
可
さ

れ
、

二

年
後
の

こ

九

年
十

月
に

開
園
式
典
が

挙
行
・

同
十
二

月
に

貸
付
が

開
始
さ

れ

た
。

財
団

法
人
と
し
て

許
可
さ
れ

た

の

は

昭
和
三

二

年
七

月
で

あ

り
、

同
時
期
の

デ
ー

タ

と
思
わ
れ

る

「

青

葉
霊
園
状
況
報
告
」

は
「

現
在
」

の

使
用
者
一

四
五
人
の

内
訳
と

し
て
、

東

京
都
内
四
三

人
・

浦
和
市
内
四

〇

人
・

大
宮
市
内
四
七
入
・

そ
の

他
一

五

人
と

記
し
て

い

る
。

設
立

当
初
さ

ら

に

は

計
画

段
階
か

ら

東
京
都
の

使

用

者
を

想
定
し
て

い

た
こ

と

は
、

開
園
一

周
年
の

チ

ラ

シ

に

「

都
心
か
ら
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