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明
治
時
代
以
降
の
「
墓
地
」

　

前
回
は
、
常
円
寺
が
提
出
し
た
明
治
五
年
（
一
八

七
二
）
の
「
寺
院
明
細
帳
」
と
十
年
（
一
八
七
七
）

の
「
日
蓮
宗
明
細
簿
」
を
取
り
上
げ
た
。
江
戸
幕
府

に
よ
る
保
護
下
に
あ
っ
た
寺
領
は
、
上
知
等
に
よ
っ

て
「
境
内
」
の
内
か
外
か
と
い
う
明
確
な
線
引
き
を

さ
れ
、「
境
外
」
の
地
は
、
基
本
的
に
「
官
有
地
」

と
し
て
政
府
に
接
収
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
明
治
政
府
の
政
策
の
も
と
、
境
内
外

に
区
分
さ
れ
た
寺
領
は
入
り
組
ん
だ
も
の
に
変
化
し

て
い
っ
た
と
述
べ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
一
度
、
明
治
十
年
の
明
細
簿
を
見

直
す
と
、
添
付
さ
れ
た
境
内
外
の
図
の
「
本
堂
」
の

脇
に
「
墓
地
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
墓
地
」

は
、今
も
変
わ
ら
ず
あ
る
本
堂
脇
の
墓
地（「
南
墓
地
」

と
呼
ん
で
い
る
）
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
墓
地
に
接
し

て
建
つ「
墓
番
所
」は
境
内
で
あ
る
の
に
対
し
て「
境

外
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

寺
院
に
付
属
す
る
墓
地
は
、
普
通
は
寺
院
の
「
境

内
」
と
考
え
る
が
、
な
ぜ
「
境
外
」
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
は
明
治
以
降
の
「
墓
地
」
に

つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

●
政
府
に
よ
る
「
葬
祭
」（
葬
儀
）
へ
の
規
制

　

明
治
維
新
の
王
政
復
古
に
よ
っ
て
、
神
道
国
教
化

政
策
が
す
す
め
ら
れ
て
い
く
中
で
、
政
府
は
、
元
来

神
職
に
あ
る
も
の
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
神
道
に
よ

る
「
神
葬
祭
」
を
、
一
般
に
も
普
及
す
べ
く
積
極
的

に
推
進
し
て
い
っ
た
。

　

明
治
五
年
六
月
、
政
府
は
一
般
人
が
自
ら
だ
け
で

行
う
葬
儀
＝
「
自
葬
」
を
禁
止
し
、
葬
儀
は
必
ず
、

神
官
か
僧
侶
に
頼
む
べ
し
と
の
布
達
を
出
し
た
。
こ

れ
は
主
に
江
戸
時
代
禁
教
と
な
っ
て
い
た
キ
リ
シ
タ

ン
が
容
認
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
政
策
と
い
わ
れ
、

仏
教
勢
力
と
の
妥
協
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
の
政
府
の
葬
儀
へ
の
規
制
は
、
神
道
国
教
化
政
策

の
中
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
翌
年
、
明
治
六
年
（
一

八
七
三
）
七
月
に
は
火
葬
の
禁
止
令
が

出
さ
れ
た
。
火
葬
禁
止
の
理
由
と
し
て

は
、
火
葬
に
と
も
な
う
匂
い
や
煙
が
周

辺
に
生
活
す
る
人
々
に
と
っ
て
衛
生
上

好
ま
し
く
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
一
方
で
火
葬
は
、
そ
の
是
非

を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
「
浮
屠
（
浮
図

＝
仏
僧
）
ノ
教
法
二
出
デ
」
と
い
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
思
想
と
密
接
な

つ
な
が
り
が
あ
る
と
の
認
識
が
あ
り
、

火
葬
を
禁
止
す
べ
き
と
い
う
考
え
は
反

仏
教
的
で
、
神
道
国
教
化
、
廃
仏
毀
釈
と
い
う
当
時

の
社
会
の
思
潮
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

●
「
神
葬
祭
」
推
進
政
策
と
「
墓
地
」

　

こ
う
し
た
神
道
国
教
化
政
策
に
お
け
る
明
治
政
府

の
葬
祭
へ
の
介
入
は
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一

月
に
一
般
向
け
の
神
葬
祭
地
の
設
置
な
ど
で
具
体
化

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
般
へ
の
普
及
に
は
い
く

つ
か
の
問
題
も
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
第
一
は
、
神

葬
祭
と
い
う
儀
式
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、

そ
の
形
が
示
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
明

治
七
年
（
一
八
七
四
）
教
部
省
の
「
神
葬
祭
略
式
」

に
よ
っ
て
周
知
が
図
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
「
墓
地
」
問
題
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
政
権

下
の
江
戸
で
は
、京
都
や
大
阪
と
異
な
り「
共
葬
」（
共

同
で
利
用
す
る
埋
葬
地
）
の
墓
地
が
な
く
、
寺
院
付

属
以
外
の
墓
地
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
墓
地

は
基
本
的
に
寺
院
境
内
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

江
戸
に
お
い
て
墓
地
と
寺
院
は
密
接
不
可
分
の
関
係

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
官
が

葬
儀
に
携
わ
る
こ
と
と
な
れ
ば
神
葬
祭
の
墓
地
が
必

要
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
東
京
市
街
の
「
墓
地
」
は
不
足
の
状
況

に
あ
っ
た
。
先
に
触
れ
た
、
明
治
六
年
の
火
葬
禁
止

令
に
よ
り
、
一
墓
地
あ
た
り
に
必
要
な
面
積
が
拡
大

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
同
年
、
東
京

の
「
朱し
ゅ
び
き
う
ち

引
内
」
の
墓
地
新
設
や
新
規
の
埋
葬
を
禁
止

し
た
の
で
あ
る
。
朱し
ゅ
び
き引

と
は
、
江
戸
幕
府
が
江
戸
城

を
中
心
に
地
図
上
に
朱
線
で
囲
い
、
一
般
に
「
大
江

戸
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
領
域
で
あ
る
が
、
明

治
政
府
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
新
た
に
そ
の

「
朱
引
内
」を
決
め
た
。ち
な
み
に
常
円
寺
は
こ
の「
朱

引
」
の
境
界
域
に
あ
り
、
江
戸
時
代
は
「
朱
引
」
の

内
、
明
治
で
は
外
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
常
円

寺
に
と
っ
て
は
こ
の
墓
所
新
設
禁
止
の
適
用
外
で
は

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
東
京
の
埋

葬
の
た
め
の
用
地
が
不
足
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
こ
う
し
た
墓
地
の
不
足
と
い
う
事
態
も
あ

り
、
火
葬
禁
止
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
解
除

さ
れ
（
但
し
、朱
引
内
で
の
火
葬
禁
止
は
継
続
し
た
）、

朱
引
内
で
の
墓
地
新
設
・
埋
葬
の
禁
止
も
時
々
の
状

況
に
応
じ
な
が
ら
、
そ
の
管
理
の
規
定
を
変
え
て
い

く
こ
と
と
な
っ
た
。

●
宗
教
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
墓
地
」

　
「
神
葬
祭
略
式
」
が
出
さ
れ
た
同
年
、
神
葬
祭
墓

地
を
確
保
す
る
た
め
、
政
府
は
、
青
山
百
人
町
（
青

山
霊
園
）、
渋
谷
羽
根
沢
村
（
羽
沢
公
園
）、
雑
司
ヶ

谷
（
雑
司
ヶ
谷
墓
地
）、
上
駒
込
（
染
井
墓
地
）、
深

川
数
矢
元
町
（
深
川
墓
地
）
な
ど
九
カ
所
を
神
葬
祭

墓
地
と
指
定
し
た
。

　

し
か
し
、
政
府
に
よ
る
神
道
国
教
化
政
策
は
そ
の

貫
徹
が
困
難
を
極
め
、
各
々
の
具
体
策
は
次
第
に
後

退
し
て
い
っ
た
。
墓
地
に
関
し
て
も
先
に
あ
げ
た
神

葬
祭
墓
地
は
、
後
に
神
道
と
い
う
宗
教
色
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
「
共
葬
」
墓
地
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
の
朱
引
内
で
の
埋
墓
地
新
設
・
葬

禁
止
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
大
蔵
省
は
東
京
市

街
の
衛
生
面
、
そ
し
て
都
市
計
画
と
い
う
そ
れ
ま
で

に
は
な
か
っ
た
理
由
か
ら
反
対
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

神
道
か
仏
教
か
と
い
う
宗
教
的
な
理
由
か
ら
の
墓
地

政
策
が
、
新
し
い
都
市
と
し
て
の
東
京
を
形
作
っ
て

い
く
上
で
、
江
戸
時
代
は
不
可
侵
で
あ
っ
た
寺
領
を

ど
の
よ
う
に
管
理
し
て
い
く
か
と
い
う
新
し
い
観
点

の
も
と
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
策
と
し

て
、上
知
以
降
す
す
め
ら
れ
て
き
た
寺
領
の
「
境
外
」

「
境
内
」
の
区
別
を
厳
格
化
し
た
。
本
来
「
境
内
」

と
し
て
寺
院
に
付
属
し
て
い
た
墓
地
を
「
境
外
」
と

し
て
設
定
し
、
官
有
地
と
し
て
行
政
の
管
理
の
下
に

置
き
、
都
市
計
画
政
策
の
中
で
手
を
入
れ
る
こ
と
の

で
き
る
領
域
に
組
み
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

先
の
常
円
寺
の
境
内
図
で
墓
地
が
「
境
外
」
と
さ

れ
て
い
た
の
は
こ
う
し
た
墓
地
政
策
の「
脱
宗
教
化
」

が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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