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理想の葬儀最前線第二章
理想の葬儀のかたち

　

故
人
を
偲
び
、
供
養
す
る
。
そ
れ
は
葬
儀
を

は
じ
め
と
し
た
儀
式
の
時
ば
か
り
で
な
く
、
墓

や
仏
壇
等
の
前
で
手
を
合
わ
せ
、
故
人
を
思
い

出
す
と
い
う
日
々
の
営
み
の
中
で
も
繰
り
返
さ

れ
て
き
た
。
古
く
よ
り
日
本
人
が
受
け
継
い
で

き
た
、
伝
統
文
化
で
も
あ
る
。

　

そ
の
供
養
の
「
対
象
物
」
は
従
来
、
専
ら
故

人
が
眠
る
墓
と
、
位
牌
で
あ
っ
た
。
石
塔
の
墓

が
建
立
さ
れ
、
ま
た
、
故
人
を
祀
る
位
牌
が
一

般
世
帯
に
も
広
ま
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
と
言

わ
れ
る
。
以
降
、
火
葬
し
た
故
人
の
遺
骨
を
墓

に
納
め
、
先
祖
代
々
、
墓
と
位
牌
を
継
承
し
て

い
く
と
い
う
供
養
の
ス
タ
イ
ル
が
定
着
し
た
。

　

し
か
し
こ
の
「
常
識
」
が
今
、
大
き
く
変
化

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
少
子
化
・
核
家
族
化
に
よ
っ
て
、
墓

の
継
承
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
後
継

者
と
な
る
子
ど
も
が
い
な
い
、
あ
る
い
は
子
ど

も
が
都
市
に
定
住
し
、
墓
が
「
無
縁
墓
」
と
な

る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
従
来
の
「
墓
・
位
牌
」
と
は

異
な
る
形
で
、
故
人
を
供
養
し
た
い
と
い
う
考

え
も
着
実
に
広
ま
っ
て
い
る
。
し
き
た
り
や
形

式
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
分
ら
し
い
方
法
で
故
人

と
接
し
て
い
き
た
い
。
あ
る
い
は
自
分
ら
し
い

方
法
で
、
自
ら
の
死
後
の
身
の
振
り
方
を
決
め

た
い
、
と
い
う
発
想
だ
。

　

そ
う
し
た
中
、
墓
や
位
牌
に
代
わ
る
供
養
の

対
象
と
し
て
今
、
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
手

元
供
養
品
」
で
あ
る
。

「
素
の
心
」
で
故
人
を
偲
ぶ
、

そ
れ
は
大
災
害
が
契
機
だ
っ
た

「
私
自
身
、
大
好
き
だ
っ
た
父
を
弔
う
に
あ
た

っ
て
、
宗
教
色
の
強
い
位
牌
で
の
供
養
に
違
和

感
を
覚
え
て
い
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
も
形
式
的

な
よ
う
に
感
じ
た
の
で
す
。
遺
骨
そ
の
も
の
を

大
切
な
人
を
、
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ず
に
い
た
い
。
残
さ
れ
た
遺
族
の
自
然
な
気
持
ち
は
、
供

養
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
よ
り
自
由
で
あ
っ
て
い
い
、
よ
り
個
性

的
で
あ
っ
て
い
い
、
そ
う
考
え
る
人
々
が
増
え
て
い
る
。
故
人
の
遺
骨
を
様
ざ
ま
な
形
で
手

元
に
残
す
、
こ
れ
が
「
手
元
供
養
」
と
い
う
新
し
い
弔
い
の
方
法
だ
。

遺
さ
れ
た
人
が
癒
さ
れ
る
、〝
心
の
拠
り
所
〞
と
し
て

博
國
屋

故
人
の
ぬ
く
も
り
を
、い
つ
ま
で
も
そ
ば
に

〝
自
分
ら
し
い
〞供
養
を
求
め
て

供
養
の
対
象
に
し
、
い
つ
で
も
身
近
に
感
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。当
時
、そ

う
し
た
サ
ー
ビ
ス
は
な
く
、
な
ら
ば
自
分
で
作

っ
て
し
ま
お
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、「
手
元
供
養
」
と
い
う
新
し

い
ス
タ
イ
ル
を
提
唱
し
、
京
都
を
拠
点
に
手
元

供
養
品
の
開
発
、販
売
を
行
う
、『
博
國
屋
』
店

主
で
あ
る
山
崎
譲
二
さ
ん
。
２
０
０
２
年
、
仲

間
と
共
に
父
の
「
お
も
い
で
碑
」
を
作
成
。
清

水
焼
の
地
蔵
像
の
中
に
、
父
の
骨
の
一
部
を
納

骨
し
た
。
同
時
に
、
自
分
と
同
じ
考
え
を
持
つ

人
も
多
い
は
ず
と
、
同
年
に
博
國
屋
を
設
立
。

そ
し
て
、
自
ら
考
え
出
し
た
供
養
に
『
手
元
供

養
』
と
名
付
け
た
。

「
供
養
に
は
故
人
の
成
仏
を
願
う
気
持
ち
だ
け

で
な
く
、
遺
さ
れ
た
人
に

と
っ
て
も
、
故
人
に
感
謝

し
、
偲
ぶ
こ
と
で
、
故
人

の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
て
癒
さ
れ
る
と
い
う
意
味

も
あ
り
ま
す
。
ペ
ン
ダ
ン
ト
に
し
て
身
に
付
け

た
り
、
骨
壺
を
居
間
に
置
く
な
ど
す
る
こ
と
で
、

故
人
を
よ
り
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
は
ず
。
生
き

る
者
と
故
人
を
つ
な
ぐ
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
し
て
、

多
く
の
人
々
が
手
元
供
養
を
行
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
」

　

手
元
供
養
を
始
め
た
際
、
ま
ず
神
戸
の
生
協

系
葬
儀
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
関
心
を
示
し
た
と

い
う
。
神
戸
に
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
家
族

を
亡
く
し
た
遺
族
が
多
数
い
た
。
被
害
者
の
遺

骨
を
身
近
に
供
養
し
た
い
と
い
う
強
い
想
い
か

ら
、
手
元
供
養
は
広
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

手
元
供
養
品
に
は
、
遺
骨
を
納
骨
す
る
タ
イ

プ
と
、
遺
骨
を
加
工
し
て
作
る
タ
イ
プ
が
あ
る
。

さ
ら
に
外
観
も
、
オ
ブ
ジ
ェ
タ
イ
プ
、
ペ
ン
ダ

ン
ト
タ
イ
プ
、
ミ
ニ
骨
壺
な
ど
様
ざ
ま
だ
。
山

崎
さ
ん
が
作
成
す
る
手
元
供
養
品
は
、
使
用
す

る
の
は
あ
く
ま
で
遺
骨
の
一
部
で
、
残
る
遺
骨

は
お
墓
に
入
れ
る
遺
族
も
い
れ
ば
、
散
骨
や
樹

木
葬
な
ど
自
然
葬
と
す
る
遺
族
も
い
る
。

「
手
元
供
養
に
固
定
概
念
は
あ
り
ま
せ
ん
。
弔

う
人
の
数
だ
け
、
自
分
ら
し
い
弔
い
方
は
存
在

し
ま
す
」
と
山
崎
さ
ん
。
自
分
ら
し
い
供
養
の

あ
り
方
を
、
自
ら
考
え
形
に
で
き
る
時
代
が
来

た
の
だ
。

山崎さんが父を供養した「おもいで碑」と同じ、
清水焼で作った地蔵像の納骨オブジェ

漆塗りの納骨ペンダント「かぐや姫」。女性客
の声をもとに、旅行に持ち歩けることをコンセプ
トに作成

手元供養

 キ
ーワ
ードで見る最新事情

分骨用の、真鍮製ミニ骨壺。内部の納骨袋に
骨を納める。希望に応じて壺の外面に文字を掘
ることも可能

写真焼き付けタイプのオブジェ「笑顔の墓碑」。
内部に真鍮製骨壺がある。思い出深い写真と
共に供養できる

手元供養の創始者、山崎譲二さんは、考え方を同じく
する仲間と共に05年、ＮＰＯ手元供養供養会を設立。
伝統やしきたりにとらわれない、自由な弔い方、供養の
あり方を提案し続けている

詳細は P141☜


