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背
景
と
願
い

現
在
の
納
骨
堂
は
昭
和

年

月
に
竣
工
。
当

42

12

時
、
鉄
筋
の
建
物
は
半
永
久
的
に
保
つ
と
思
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。
数
年
前
に
大
修
理
し
ま
し
た
が
、

年
経

54

過
し
て
鉄
筋
そ
の
も
の
が
傷
ん
で
建

替
え
は
必
須
で
し
た
。

建
設
時
の
挨
拶
状
に
は「
ふ
る
さ

と
に
納
骨
堂
を
作
ろ
う
」と
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
当
時
か
ら
は
世
相
も
変
わ
り
、
目
先
の
利

害
を
優
先
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
お
骨
は

物
で
は
な
く
、
納
骨
堂
は
歴
史
を
背
負
っ
た「
い
の
ち
」

を
い
た
だ
く
場
所
で
あ
り
、
単
な
る
建
物
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
宗
教
上
の
施
設
で
す
。

新
納
骨
堂
の
加
入
を
た
め
ら
っ
て
い
る
方
に
も
何

ら
か
の
形
で
お
寺
で
受
け
い
れ
る
た
め
の
形
を
作
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
の
若
い
第
２
世
代
は
、父
母
の
第
１
世
代
が
こ
の

犀
川
の
地
を
離
れ
て
既
に
故
郷
で
は
な
く
な
っ
て
い

ふ
る
さ
と

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
ま
た
そ
の
次
の
第
３
世

代
は
ど
こ
が
故
郷
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
故

郷

喪

こ

き
よ
う
そ
う

失
」と
は
、先
進
工
業
国
で
は
す
で
に
半
世
紀
以
上
も

し
つ前

に
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。

「
私
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
」、
欲
の
中

で
何
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
自
我
に
振
り
回
さ
れ

て
命
終
わ
っ
て
ゆ
く
の
か
。
そ
の
よ
う
な
問
い

が
漠
然
と
し
た
不
安
と
い
う
か
た
ち
で
現
代

人
の
心
を
悩
ま
せ
ま
す
。
人
間
本
来
の
「
故

郷
」が
求
め
ら
れ
、
今
後
そ
の
よ
う
な
要
求
は

ま
す
ま
す
切
実
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
真
に
応
答
す
る
ほ
ん
と
う
の

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
た
め

の
施
策
や
施
設
、
組
織
の
改
編
も
必
要
に
な

る
こ
と
で
す
。

新
納
骨
堂
建
設
に
あ
た
っ
て

具
体
的
に
は
納
骨
堂
建
て
替
え
、
永
代
供
養
墓
建

設
、
本
堂
伽
藍
の
整
備
、
遠
距
離
で
の
リ
モ
ー
ト
法

事
、法
座
の
充
実
等
で
す
。

こ
の
度
の
新
納
骨
堂
建
設
が
そ
の
よ
う
な
宗
教
事

業
の
一
環
と
し
て
門
信
徒
や
そ
れ
以
外
の
方
々
の
深

い
要
求
に
応
え
、
心
を
掘
り
起
こ
す
ご
縁
に
な
れ
ば

と
念
じ
て
い
ま
す
。

納
骨
堂
建
設
に
あ
た
っ
て株

式
会
社
飛
鳥
社
寺

あ
す
か
し
や

じ

代
表
取
締
役

阿
部
直
樹

■
株
式
会
社
飛
鳥
社
寺
に
つ
い
て

福
岡
県
太
宰
府
市
に
本
社
を
置
き
、
社
寺
建
築
を
専

門
と
す
る
設
計
施
工
会
社
。

伝
統
的
な
木
造
社
寺
建
築
だ
け
で
な
く
、
境
内
地
に

計
画
す
る
建
物
で
あ
れ
ば
鉄
骨
造
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

な
ど
の
構
造
を
問
わ
ず
、
お
寺
様
の
ご
要
望
に
応
じ
て

建
築
法
規
に
準
拠
し
た
伽
藍
を
設
計
施
工
で
き
る
能
力

を
有
す
る
「
社
寺
建
築
専
門
の
小
さ
な
ゼ
ネ
コ
ン
」
。

本
堂
・
鐘
楼
・
山
門
・
納
骨
堂
や
庫
裏
会
館
な
ど
の

新
築
計
画
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
改
修
工
事
を
含

め
て
多
数
の
工
事
実
績
が
あ
り
ま
す
。
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■
念
信
寺
様
新
納
骨
堂
に
つ
い
て

令
和
４
年
春
に
建
立
し
ま
す
念
信
寺
様
新
納
骨
堂

は
、
「
木
造
耐
火
建
築
物
」
と
い
う
近
年
に
制
定
さ
れ

た
建
築
法
規
を
運
用
し
た
建
物
で
、
木
造
の
納
骨
堂
と

し
て
は
九
州
で

数
例
し
か
な
い

仕
様
に
よ
っ
て

建
築
確
認
申
請

を
行
い
ま
す
。

新
納
骨
堂
の

堂
内
は
、
明
る

く
広
く
な
っ
て

お
参
り
し
や
す

く
な
り
、
ま
た
、

出
入
口
に
斜
路

を
設
置
す
る
こ

と
で
車
椅
子
に

対
応
し
た
バ
リ

ア
フ
リ
ー
と
な

っ
て
い
ま
す
。

建
築
法
規
に
準
拠
し
た
使
い
勝
手
の
良
い
建
物
を
、

境
内
地
に
相
応
し
い
伽
藍
と
し
て
計
画
す
る
こ
と
で
、

近
年
建
立
さ
れ
た
鐘
楼
堂
と
共
に
、
境
内
地
の
伽
藍
を

整
え
る
役
割
に
寄
与
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

納
骨
の
形
式

一段型納骨壇

多段型納骨壇

完成予想CG

　 建設委員会委員

建設委員会委員は、１２名で構成される。

役　　職 建設委員会委員氏名 上高屋区内　／　区外

相談役 念信寺住職 －

委員長 大庭　誠司 上高屋区内

副委員長 持田　末男 上高屋区内

副委員長 村上　知則 上高屋区内

会　計 白石　博山 上高屋区内

監　事 坂本　絹代 区外

監　事 江口　　肇 区外

委　員 中野　正壽 上高屋区内

委　員 緒方　義則 上高屋区内

委　員 村上　正夫 上高屋区内

委　員 荒尾　　修 区外

委　員 西村　幸吉 区外
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納骨堂建設委員会役員

こ
れ
ま
で
の
経
緯

■
二
〇
一
八
年

建
設
後

年
以
上
経
過
し
、
老
朽
化
し

50

た
た
め
今
後
の
こ
と
を
管
理
組
合
で
話
し
合
う
。

■
二
〇
一
九
年
１
月

ア
ン
ケ
ー
ト
（
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
も
と
に
、
補
修
か
建
て
替
え
か
）

■
二
〇
二
〇
年
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
も
と
に
、
建
て
替
え

の
検
討

■
二
〇
二
一
年

□

月

日
納
骨
堂
管
理
組
合
総
会
、
ア
ン
ケ
ー
ト

4

10

結
果
の
報
告
と
業
者
見
積
も
り
の
報
告

□
６
月

日
臨
時
総
会

26

納
骨
堂
の
建
て
替
え
に
つ
い
て
、
残
金
の
扱
い
に
つ
い

て
決
議

こ
れ
ま
で
の
組
合
は
解
散

□

月

日
新
納
骨
堂
建
設
の
た
め
の
総
会

8

22

納
骨
堂
建
設
委
員
会
の
結
成

建
設
委
員
の
選
任

□
建
設
は
「
飛
鳥
社
寺
」、
納
骨
壇
は
「
は
せ
が
わ
美

術
工
芸
」
に
決
定

□
竣
工
は
二
〇
二
二
年
三
月
末
予
定

□
多
段
型
は
一
区
画
に
骨
壺
６
寸
２

個
、
５
寸
２
個
入
り
ま
す
。

～

万

11

18

円
の
予
定
。

区
画

25

□
納
骨
壇
は
一
段
型
は
棚
が
３
つ
あ
り
、
６
寸
の

骨
壺
は
６
個
、
５
寸
は

個
収
納
。

万
～

12

75

80

万
円
の
予
定
。

区
画

60

□
納
骨
堂
加
入
者
は
オ
プ
シ
ョ
ン
で
永
代
合
葬
墓

に
優
先
的
に
入
れ
ま
す
。
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