
近
年
、
ペ
ッ
ト
葬
式
の
需
要
は
ど
ん
ど
ん

増
え
て
い
ま
す
ね
。
日
本
人
が
ペ
ッ
ト
を
弔
っ

て
き
た
歴
史
は
結
構
古
く
、
４
～
５
世
紀
頃
、

応
神
天
皇
が
猟
犬
を
埋
葬
し
た
の
が
始
ま
り

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
人
の
供
養
す
る
心
は
犬
や
猫
だ
け
に

留
ま
ら
ず
、
日
本
各
地
に
は
あ
ら
ゆ
る
生
物

や
無
生
物
の
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

和
歌
山
の
く
じ
ら
供
養
祭
、
浜
名
湖
の
う
な

ぎ
観
音
、
北
海
道
の
バ
ッ
タ
塚
、
立
石
寺
の

せ
み
塚
、
食
用
カ
エ
ル
の
供
養
塔
、
微
生
物

の
菌
塚
、
害
虫
の
駆
除
会
社
に
あ
る
害
虫
供

養
塔
な
ど
、
哺
乳
類
か
ら
微
生
物
ま
で
供
養

塔
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
北
に
は

草
木
塔
と
い
う
草
や
木
の
慰
霊
碑
も
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
は
無
生
物
で
あ
る
人
形
、
針
、

筆
、
包
丁
な
ど
「
モ
ノ
」
の
供
養
も
日
本
人

は
行
っ
て
お
り
、
私
た
ち
の
供
養
す
る
心
・

慈
悲
の
こ
こ
ろ
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
り
ま

せ
ん
。

近
年
で
は
犬
は
犬
で
も
「A

I
B
O

」
の
葬
式

を
し
て
い
る
お
寺
さ
ん
も
あ
り
ま
す
。
今
後
、

A
I

の
発
達
と
伴
い
、
「
ロ
ボ
ッ
ト

供
養
」
が
一
般
化
す
る
時
代
も
近

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

●
「
宗
祖
報
恩
講
」

６
月

９
日
（
水
）

１
９
時
０
０
分
か
ら

他
寺
の
千
部
会
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
夜

に
行
い
ま
す
。
時
間
を
お
間
違
え
の
無
い
よ

う
、
お
参
り
下
さ
い
。

【
宝
を
数
え
て
い
る
間
に
】

人
生
・
苦
楽
・
欲

あ
る
大
富
豪
の
家
に
一
人
息
子
が
い
た
が
、

な
に
ぶ
ん
道
楽
者
な
の
で
、
父
親
は
心
配
で

な
ら
な
か
っ
た
。
や
が
て
父
親
は
重
病
に
か

か
り
、
死
期
が
近
づ
い
た
こ
と
を
知
っ
て
、

息
子
を
枕
元
に
呼
び
、
「
わ
し
の
財
産
は
す

べ
て
お
前
に
譲
る
が
、
ど
う
か
こ
れ
を
大
事

に
守
っ
て
無
く
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て

く
れ
」
と
い
い
遺
し
て
、
亡
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
息
子
は
遺
言
に
は
し
た
が
わ
ず
、

金
を
湯
水
の
よ
う
に
使
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

家
業
は
あ
っ
と
い
う
間
に
傾
き
、
財
産
は
す
っ

か
り
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
。
老
い
た
母
も
苦

悩
の
あ
ま
り
病
の
床
に
臥
せ
、
子
の
行
く
末

を
案
じ
な
が
ら
、
こ
の
世
を
去
っ
た
。

こ
う
し
て
息
子
は
寄
る
辺
の
な
い
身
と
な

り
、
山
に
入
っ
て
薪
を
拾
い
果
実
を
採
り
、

こ
れ
を
売
っ
て
か
ろ
う
じ
て
糊
口
を
凌
い
で

い
た
が
、
あ
る
時
、
雪
が
降
っ
て
き
た
の
で
、

石
窟
の
中
に
入
っ
て
休
ん
で
い
る
と
、
洞
窟

の
中
に
、
昔
、
国
王
が
隠
し
て
お
い
た
宝
が

ど
っ
さ
り
あ
る
で
は
な
い
か
。

落
ち
ぶ
れ
た
息
子
は
宝
を
見
て
大
喜
び
し
、

「
こ
れ
だ
け
の
財
宝
が
あ
れ
ば
、
豪
勢
な
家

も
買
え
る
、
嫁
も
も
ら
え
る
、
馬
も
召
使
い

も
何
で
も
買
え
る
ぞ
」
と
胸
算
用
し
て
飽
き

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
、

山
賊
の
群
れ
が
鹿
を
追
っ
て
こ
の
石
窟
の
前

ま
で
や
っ
て
来
た
。
彼
ら
は
洞
窟
の
中
で
貧

し
い
男
が
金
を
数
え
て
い
る
の
を
見
て
、
鹿

は
ど
う
で
も
よ
く
な
り
、
中
に
押
し
入
っ
て

男
を
殺
し
、
金
を
盗
っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
こ
と
に
愚
か
な
凡
夫
は
こ
の
よ
う
で
あ

る
。
親
が
善
根
功
徳
で
積
ん
だ
財
宝
を
、
現

世
の
大
欲
の
た
め
に
す
べ
て
失
い
、
無
一
文

に
な
っ
て
深
い
山
奥
に
行
っ
て
も
、
欲
を
捨

て
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
閻
魔
の
死
者
と
い

う
賊
が
た
ち
ま
ち
に
襲
い
、
何
よ
り
大
切
な

命
を
頂
戴
し
に
来
る
の
で
あ
る
。

〈
大
乗
本
生
心
地
観
経
〉

機

嫌

き

げ

ん

「
ご
き
げ
ん
よ
う
」
「
ご
機
嫌
を
と
る
」

「
機
嫌
を
直
す
」
「
ご
機
嫌
う
か
が
い
」
な

ど
機
嫌
は
「
気
分
の
よ
し
あ
し
」
を
い
う
日

常
語
と
し
て
、
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

元
々
、
機
嫌
は
「
譏
嫌
」
と
書
く
仏
教
語

き

げ

ん

で
し
た
。
譏
嫌
と
は
、
譏
は
「
そ
し
る
」

「
、
嫌
は
「
き
ら
う
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、

他
人
か
ら
そ
し
り
き
ら
う
こ
と
、
世
の
人
た

ち
が
嫌
悪
す
る
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。

仏
教
の
戒
律
の
中
に
、
「
譏
嫌
戒
」
と
い

う
戒
め
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
「
酒
を
飲

む
な
」
、
「
五
辛
を
食
う
な
」
な
ど
、
行
為

そ
れ
自
体
は
罪
悪
で
は
な
い
が
、
世
の
人
た

ち
か
ら
そ
し
り
嫌
わ
れ
な
い
た
め
に
制
定
さ

れ
た
そ
う
で
す
。
人
が
不
愉
快
に
思
う
こ
と

は
し
な
い
と
い
う
戒
律
で
し
ょ
う
。

「
譏
嫌
を
獲
る
」
と
い
う
語
句
も
仏
典
に
あ

と

り
ま
す
。
他
人
の
そ
し
り
嫌
う
こ
と
を
し
な

い
と
い
う
意
味
で
、
現
在
私
た
ち
が
使
っ
て

い
る
「
機
嫌
を
と
る
」
と
同
じ
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。

元
々
、
「
そ
し
り
嫌
わ
れ
な
い
」
こ
と
を

戒
め
る
意
味
だ
っ
た
仏
教
語
が
一
般
に
使
わ

れ
、
気
分
と
か
心
持
ち
の
意
味
に
変
化
し
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

掟
光
寺
だ
よ
り

じ

ょ

う

こ

う

じ

令和元年

６月号

行
事
案
内

く
ら
し
の
仏
教
語

仏
教
譬
え
話

た
と

あ
い
さ
つ


