
生
命
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

　
私
は
両
親
と
同
居
し
て
お
り
、
父
が
私

の
息
子
の
面
倒
を
見
て
い
ま
し
た
。
握
手

を
よ
く
し
て
い
た
息
子
が
言
っ
た
言
葉
が

心
に
残
っ
て
い
ま
す
。
「
い
つ
か
こ
の
家

か
ら
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
い
な
く
な
る
ん

だ
。
だ
か
ら
僕
は
こ
の
手
の
中
に
お
じ
い

ち
ゃ
ん
を
残
す
ん
だ
」
。
小
学
生
の
頃
に

は
、
頼
り
が
い
が
あ
っ
た
の
に
、
中
学
に

入
っ
た
頃
か
ら
病
気
で
ど
ん
ど
ん
弱
く
な

っ
て
い
く
祖
父
。
そ
の
よ
う
な
３
世
代
同

居
の
な
か
で
は
日
常
で
死
後
の
意
思
を
伝

え
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
現
在

の
核
家
族
で
は
、
晩
年
は
夫
婦
の
一
方
が

亡
く
な
れ
ば
一
人
で
最
期
を
迎
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
葬
送
に
ま
つ
わ
る
こ
と
を

あ
え
て
言
葉
と
し
て
書
き
残
す
エ
ン
デ
ィ

ン
グ
ノ
ー
ト
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
す
。

死
後
の
”し
か
け
“を
残
す

　
死
ぬ
と
未
来
は
作
れ
な
い
。
し
か
し
死

ん
で
も
し
か
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
あ
る
人
は
葬
儀
が
終
わ
り
悲
し
み
と

疲
労
の
な
か
家
に
帰
る
と
、
亡
く
な
っ
た

夫
か
ら
花
束
が
届
き
ま
し
た
。
生
前
に
娘

に
託
し
て
お
い
た
夫
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
し
た
。
ま
た
、
友
人
の
子
ど
も
に
20
歳

に
な
る
ま
で
毎
年
誕
生
日
に
本
が
届
く
と

い
う
し
か
け
を
し
た
人
も
い
ま
す
。
死
後

の
し
か
け
、
死
へ
の
準
備
作
業
を
す
る
こ

と
で
、
自
分
の
こ
だ
わ
り
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
今
日
生
き
て
い
る
こ
と

に
感
謝
し
、
一
日
一
日
を
大
切
に
す
る
こ

と
で
、
死
へ
の
恐
怖
を
越
え
、
死
ぬ
瞬
間

ま
で
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。

す
べ
て
の
縛
り
を
取
り
除
く
と

　
明
治
民
法
（
１
８
９
８
〜
１
９
４
７
）

で
は
家
を
め
ぐ
る
権
利
や
義
務
と
い
っ
た

「
家
督
」
は
全
て
一
家
の
「
戸
主
」
（
男
）

の
も
の
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
父

か
ら
そ
の
長
男
で
あ
る
息
子
へ
と
「
父
系

男
子
」
で
「
家
」
は
つ
な
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。
結
婚
も
「
妻
ハ
婚
姻
ニ
ヨ
リ
テ
夫

ノ
家
ニ
入
ル
（
民
法
７
８
８
条
）」
と
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。

　
戦
後
、
民
法
が
改
正
さ
れ
、
こ
の
家
制

度
は
廃
止
さ
れ
、
日
本
国
憲
法
24
条
に
よ

っ
て
「
婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基

い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力

に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
墓
の
継

承
者
が
な
い
状
況
に
あ
っ
て
も
「
家
制

度
」
の
亡
霊
が
見
え
隠
れ
し
、
男
性
は
墓

や
相
続
な
ど
の
こ
と
が
声
に
出
し
や
す

く
、
女
性
は
実
の
親
の
葬
儀
や
墓
に
つ
い

て
も
言
い
に
く
い
現
状
も
あ
る
よ
う
で

す
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
縛
り
を
取
り
除

く
と
、
男
性
に
も
女
性
に
も
、
親
へ
の
想

い
、
自
分
ら
し
く
最
期
ま
で
生
き
る
こ

と
、
最
期
を
迎
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
は

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

講
座
の
最
後
の
ワ
ー
ク
で

　
最
後
に
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
の
一
つ

と
し
て
別
れ
の
言
葉
や
、
生
家
の
見
取
り

図
を
実
際
に
書
い
て
み
ま
し
た
。
短
時
間

の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
正
直
な
気
持

ち
が
書
け
た
よ
う
で
す
。
数
名
の
発
表
が

あ
り
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
た
親
へ
の
感

謝
、
心
の
中
に
し
ま
っ
て
あ
っ
た
申
し
訳

な
い
気
持
ち
。
娘
、
息
子
、
夫
な
ど
の
連

れ
合
い
へ
の
温
か
い
想
い
、
大
切
な
人
へ

の
別
れ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
ど
の
方
の
言

葉
も
心
温
ま
る
も
の
で
、
心
に
響
き
ま
し

た
。
強
気
な
私
で
も
実
際
に
書
い
て
み
る

と
、
夫
や
子
ど
も
た
ち
へ
の
感
謝
の
言
葉

で
あ
ふ
れ
、
書
き
残
す
こ
と
の
大
切
さ

や
、
何
度
で
も
書
き
直
し
で
き
る
こ
と
を

実
感
し
ま
し
た
。
　
　
　
　
　 

（
近
藤
）

印
象
に
残
っ
た

　
　身
近
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

　人の死後については、大きくは「死亡届の提出」と「二十四時間火葬禁止」　が法律で定められていて、
それ以外はすべて自由な選択にまかされています。
　しかし「墓地、埋葬等に関する法律」では「墓地」とは「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の
許可を受けた地域をいう」（第二条五項）とあり、さらに「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行っ
てはならない」（第四条）となっていて、実際には墓地とする場所には法の規制があります。
　では自分が望む場所で死後の眠りにつくことは、実現できないのでしょうか。
　散骨は「埋める」のではなく「まく」であって日本の法律にはどこにも禁止事項がないと散骨を実行してい

る市民グループもあります。また現在は手元供養といって遺骨を灰にして容器に入れたり、ペンダントや指輪
を作るという方法もあります。

　日本は高度成長期に農村から都市部へと人口が移動して核家族が増え、1980 年代になると、さらに
家族の変化が起き、配偶者や子どもを持たないライフスタイルも増えていきます。1980 年代後半には、

そのような時代背景もあり、継承者を必要としない墓「非継承墓」が登場します。寺院が運営する「永代
供養墓」、公営の「合葬式墓地」「合葬式納骨堂」などです。
　樹木を墓標にしてその下に遺骨を埋める「樹木葬墓地」も、そのほとんどが非継承墓です。墓地と
して都道府県知事の許可を得た区域に、石ではなく、樹木を墓標とし、土にかえす葬法です。

ひとり、家族、友人たち、ペットと一緒に入れるところもあります。現在の日本において
は、社会背景や土地、宗教、経済的な問題から「樹木葬」が注目されてきています。

（野口）

　
も
し
も
の
時
の
た
め
に
、
家
族
や
周
り
に
伝
え
て
お
き
た
い
こ
と
や
、

自
分
の
人
生
の
記
録
な
ど
を
ま
と
め
た
、
覚
え
書
き
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

遺
言
と
は
違
い
、
法
的
な
効
力
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
分
書
き
方
や

形
式
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
自
由
に
自
分
の
意
思
を
記
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

　
内
容
に
も
決
ま
り
は
な
く
「
葬
儀・お
墓
」「
終
末
期
医
療
」「
介
護
」

「
財
産
・
相
続
」
な
ど
に
関
す
る
自
分
の
希
望
を
伝
え
た
り
、
人
生
の

中
で
大
切
に
し
て
き
た
思
い
出
や
、
普
段
な
か
な
か
言
え
な
い
家
族
へ

の
感
謝
の
気
持
ち
を
、
写
真
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
形
で
残
す
人
も
増
え
て

い
ま
す
。

　
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
を
書
く
こ
と
で
、
自
分
の
最
期
に
つ
い
て
思

い
を
巡
ら
せ
、
今
ま
で
の
人
生
や
思
い
出
を
振
り
返
る
き
っ
か
け
と
な

る
の
で
、
自
分
の
気
持
ち
を
整
理
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
ど

う
過
ご
し
て
い
き
た
い
の
か
を
、
前
向
き
に
考
え
る
良
い
機
会
に
も
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、
残
さ
れ
た
人
達
に
と
っ
て
も
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
を
通

し
て
本
人
の
意
向
を
知
る
こ
と
で
、
望
ん
だ
形
で
の
最
期
を
叶
え
て
あ
げ

ら
れ
る
大
切
な
機
会
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
い
つ
か
は
書
こ
う
と
思
っ
て
い
る
、
で
も
ち
ょ
っ
と
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
て

…

。
そ
ん
な
風
に
感
じ
る
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
エ
ン
デ
ィ
ン

グ
ノ
ー
ト
の
目
的
は
、
完
璧
に
仕
上
げ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
思
い
つ

い
た
こ
と
を
、と
り
あ
え
ず
気
楽
に
メ
モ
し
て
み
る
。
気
持
ち
が
変
わ
れ
ば
、

も
ち
ろ
ん
何
度
で
も
修
正
で
き
ま
す
。
例
え
ば
一
年
に
一
回
、
誕
生
日
や
元

旦
に
見
直
し
た
り
、誰
か
と
一
緒
に
読
み
返
し
て
み
る
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。

　
最
近
で
は
、
様
々
な
種
類
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
が
書
店
に
並
び
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
無
料
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
も
の
も
出
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
自
分
に
合
っ
た
一
冊
を
用
意
し
て
、
こ
の
機
会
に
書
き
は
じ
め

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
佐
久
間
）

井上　治代／
イーストプレス

　葬式や死にまつ
わるなぜ？をやさ
しく解説。常識だ
と思っていたこと
が実は…。読めば
目から鱗が落ちる
一冊です。四コマ
漫画も必見。  
 　　　　　（河原）

※上記の本はアイレックで借りることができます。

より良く死ぬ日のために

井上　治代／講談社

　なぜ子の世話にならずに
死にたいのか、どうやら社
会的背景や歴史、家族形態
の変化などが深く関係して
いるらしい。頼りたくない
頼れない、親の真意は、子
に望むものとは…。長年葬
送のあり方などの問題を研
究・活動されている著者な
らではの説得力ある一冊。

子の世話にならずに死にたい
変貌する親子関係

井上さんの本

い
の
ち 墓の変化～樹木葬について～

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
と
は…

井上さんの講座から〈２〉
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