
願
王
寺
報

令
和
五
年

十
月
号

先
日
、
朝
日
新
聞
に
「
墓
じ
ま
い
、
無
縁
墓
の
増
加
」
と
い
う
記
事
が
載
っ
て
い

ま
し
た
。
以
前
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
後
は
、
火
葬
を
し
て
そ
の
家
の
先
祖
代
々
の
お

墓
に
納
骨
す
る
と
い
う
の
が
普
通
の
形
で
し
た
。(

そ
れ
よ
り
前
は
土
葬
が
多
か
っ

た
の
で
、
そ
の
ま
ま
土
に
埋
め
て
墓
標
を
立
て
て
お
参
り
を
し
て
い
ま
し
た)

葬
儀
の
形
も
様
々
、
遺
骨
の
扱
い
に
つ
い
て
も
色
々
な
形
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
共
に
今
ま
で
の
先
祖
様
の
墓
も
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
無
縁
墓
の

形
で
放
置
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
中
に
は
二
桁
の
割
合
で
、
草
が
伸
び

放
題
で
、
誰
も
お
世
話
し
な
い
お
墓
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
な
ぜ
そ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
き
た

の
か
、
「
葬
儀
や
法
事
な
ど
は
必
要
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
人
は
納
得
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、

一
般
的
に
は
ま
だ
ま
だ
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。(

中
に
は
意
図
的
な
放
置
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
「
お

墓
は
お
寺
や
管
理
者
の
持
ち
物
」
と
考
え
て
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
人
も
あ
る
と
思
い
ま
す)

「
次
の
世
代
に
は
し
ん
ど
い
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
」
そ
ん
な
言
葉
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
で
も
、
若
い
世
代
は
、

〝
宗
教
”
〟
先
祖
”
〝
お
墓
”
等
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
思
い
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
関
心
が
な
い

と
い
う
よ
り
も
、
分
か
ら
な
い
・
知
ら
な
い
人
が
多
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
。

例
え
ば
、
生
き
方
や
未
来
に
対
し
て
不
安
を
あ
お
っ
て
信
者
を
増
や
し
て
い
る
宗
教
が
い
く
つ
も
存
在
し
て

い
ま
す
。
心
霊
ス
ポ
ッ
ト
や
お
墓
に
関
す
る
怖
い
話
に
も
た
く
さ
ん
の
若
者
が
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
合
格

祈
願
や
結
婚
祈
願
な
ど
に
は
、
お
寺
や
神
社
に
出
向
き
、
お
み
く
じ
や
お
札
を
も
ら
い
に
行
き
ま
す
。
決
し
て
、

興
味
・
関
心
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
に
関
わ
る
お
寺
や
住
職
に
も
大
き
な
責
任
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
「
し
ん
ど
い
思
い
を
さ
せ
た

く
な
い
」
と
い
う
、
家
の
中
の
世
代
間
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。

私
は
法
事
の
時
に
、
小
学
生
く
ら
い
の
子
ど
も
た
ち
が
参
っ
て
く
れ
る
と
、
「
よ
く
参
っ
て
く
れ
た
ね
、
み

ん
な
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
も
っ
と
前
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
喜
ん
で
い
て
く

れ
る
と
思
う
よ
」
と
声
か
け
を
し
、
若
い
施
主
さ
ん
に
対
し
て
も
そ
の
場
に
い
て
く
れ
る
こ
と
へ
の
感
謝
の
言

葉
を
語
り
ま
す
。
分
か
ら
な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
れ
を
教
え
、
伝
え
て
い

く
こ
と
が
仏
様
・
先
祖
様
、
そ
し
て
お
寺
や
お
坊
さ
ん
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

年
代
を
超
え
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
「
や
か
ま
し
く
す
る
か
ら
、

走
り
回
る
か
ら
向
こ
う
の
部
屋
に
置
い
て
お
こ
う
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
若
者
や
子
ど
も
た
ち
も
巻
き
込
ん
で

の
動
き
に
な
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

「
仏
壇
に
花
を
立
て
る
」

(

行
書
体
の
部
分
は
本
か
ら
の
抜
粋)

仏
壇
の
花
は
、
先
祖
の
お
位
牌
や
ご
本
尊
向
か
っ
て
で
は
な
く
、
私

た
ち
の
方
に
向
い
て
立
て
る
物
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
「
亡
き
家
族
や
仏

が
私
た
ち
を
見
守
っ
て
い
ま
す
よ
。
照
ら
し
て
く
れ
て
い
ま
す
よ
」
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
花
は
、
仏
壇
に
「
供

え
る
」
で
な
く
、
「
立
て
る
」
と
言
い
ま
す
。

あ
る
本
に
こ
ん
な
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
法
事
の
お
説
教
の
時
に
、
「
お
花
は
、
一
度
ご
本
尊

や
先
祖
様
に
お
供
え
し
ま
す
。
す
る
と
ご
先
祖
様
は
『
私
た
ち
は
、
き
れ
い
な
お
花
を
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

今
度
は
、
お
参
り
を
し
て
く
れ
る
貴
方
た
ち
が
見
て
く
だ
さ
い
』
と
言
わ
れ
、
私
た
ち
の
方
に
向
い
て
置
か
れ

て
い
ま
す
」
こ
ん
な
風
に
話
し
て
い
ま
し
た
。

ど
ち
ら
が
正
し
い
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
「
ご
先
祖
様
や
仏
様
が
見
守
っ
て
い
て
下
さ
る
。

照
ら
し
て
い
て
下
さ
る
」
何
故
か
納
得
で
き
る
話
で
し
た
。

★

い
っ
ぱ
い
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
見
づ
ら
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
次
号
は
も
う
少
し
文
字
を
減
ら
し
ま
す
。


