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「葬
儀
不
要
論
」
の
研
究

―

戦
後
か
ら
近
年
ま
で
の
変
遷
を
め
ぐ
っ
て
―

は
じ
め
に

「私
の
葬
式
は
し
な
い
」。
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
多
く
の
人
は
、
宗
教
学
者

・
島
田
裕
巳
の
著
書

『葬
式
は
、
要
ら
な
い
』
を
連

想
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
〇

一
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
本
書
は
発
売
以
降
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
で
幾
度
と
な

く
取
り
あ
げ
ら
れ
、
「葬
儀
」
の
話
題
が
世
間
を
賑
わ
し
た
。
そ
の
結
果
、
「直
葬
」
。
「家
族
葬
」
。
「樹
木
葬
」
・
「宇
宙
葬
」
等
、
新

た
な
葬
儀
の
形
態
が
以
前
に
も
増
し
て
世
に
出
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
来
、
三
年
半
以
上
の
歳
月
が
経
つ
が
、
こ
う
し
た

一
連

の
動
向
は
未
だ
私
た
ち
の
記
憶
に
新
し
い
。
故
に
、
葬
儀
に
対
す
る
否
定
的
言
説
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
た
ち
ま
ち

『葬
式
は
、

要
ら
な
い
』
を
思
い
起
こ
し
て
し
ま
う
の
は
、
筆
者
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
島
田

〈
二
〇

一
〇
〉
が
葬
儀
不
要
論
を
唱
え
た
最
初
で
な
い
こ
と
は
、
確
認
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
事
実
、
「私

の
葬
式
は
し
な
い
」
と
い
う
冒
頭
の
フ
レ
ー
ズ
は
、　
一
九
六
四
年
に
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
京
都
大

学
の
稲
田
務
が
執
筆
し
た
本
記
事
は
、
読
者
の
反
響
を
呼
ん
だ
。
こ
の
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
「葬
儀
不
要
論
」
に
呼
応
す
る
有
志

た
ち
が
集
ま
り
、
文
字
通
り

『葬
式
無
用
払国

と
い
う
名
の
書
籍
を
刊
行
し
て
い
る
。
さ
ら
に
歴
史
を
組
解
い
て
み
る
と
、
中
江
兆
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「葬僣不要論」の研究

民

（
一
八
四
七
―

一
九
〇

一
）
や
白
須
次
郎

（
一
九
〇
二
―

一
九
八
五
）
な
ど
、
多
く
の
人
物
が

「葬
儀
不
要
」
の
声
を
挙
げ
て
い
　
４２

る
こ
と
が
わ
か
る
。

近
年
、
島
田
の
問
題
提
起
に
喚
起
さ
れ
、
仏
教
内
部
で
も
現
行
の
葬
儀
を
改
め
、
よ
り
よ
い
葬
儀
に
つ
い
て
模
索
す
る
動
き
が
見

ら
れ
る
。
し
か
し
管
見
の
限
り
、
そ
こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
島
田
が
指
摘
す
る
よ
う
な
最
近
の
議
論
が
中
心
で
あ
り
、
二
〇

一

〇
年
以
前
に
ま
で
時
代
を
遡
っ
て
、
社
会
的
側
面
か
ら
の
葬
儀
に
対
す
る
批
判
を
見
直
す
作
業
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現

状
の
よ
う
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
葬
儀
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の

一
部
代
表
的
な
批
判
的
言
説
に
着
目
し
、
そ
の
内
容
を
整
理
分
析
す
る
こ
と
で
、
今

後
の
葬
儀
問
題
を
扱
う
際
の
思
案
材
料
を
提
供
し
た
い
。
紙
面
の
都
合
上
、
葬
儀
に
か
か
る
こ
れ
ま
で
の
動
向
を
網
羅
的
に
取
り
あ

げ
る
事
は
出
来
な
い
。
そ
の
た
め
、
今
回
は

「戦
後
」
と
い
う
条
件
を
設
け
て
考
察
を
行
う
。

ま
ず
第

二
早
で
は
、　
一
九
四
七
年
頃
の

「新
生
活
運
動
」
を
背
景
と
す
る
行
政
主
導
の
葬
儀
改
革
論
を
取
り
上
げ
る
。
次
に
第
二

章
で
は
、
新
生
活
運
動
を
基
盤
と
し
て
惹
起
し
た

一
九
六
八
年
頃
の
知
識
人
を
中
心
と
す
る
葬
儀
不
要
論
を
概
観
す
る
。
第
二
章
で

は
さ
ら
に
、
近
年
の
島
田
裕
巳
を
中
心
と
す
る
葬
儀
不
要
論
に
着
目
し
、
各
時
代
の
相
違
と
共
通
点
を
浮
き
彫
り
と
さ
せ
る
。
以
上

の
検
討
に
よ
り
、
時
代
の
変
遷
に
し
た
が
っ
て
、
葬
儀
に
お
け
る
合
理
化
の
対
象
が
、
花
輸
や
祭
壇
な
ど
の

「装
飾
品
」
か
ら
、
布

施
や
戒
名
と
い
っ
た

「宗
教
的
存
在
」
に
移
り
変
わ
る
様
子
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
最
終
的
に
は
、
二
〇

一
一
年
に
起
こ
っ
た

東
日
本
大
震
災
以
降
の
葬
儀
を
め
ぐ
る
言
説
の
動
向
に
つ
い
て
も
取
り
あ
げ
て
、
現
状
の
葬
儀
不
要
論
に
対
す
る
若
干
の
私
見
を
述

べ
た
い
。

一
、
「新
生
活
運
動
」
を
背
景
と
す
る
葬
儀
改
革
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（
一
）
「新
生
活
運
動
」
に
つ
い
て

葬
儀
を
め
ぐ
っ
て
最
初
に
議
論
が
な
さ
れ
た
の
は
、
終
戦
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

「新
生
活
運
動
」
と
い
う
政
府
主
導

の
政
策
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
葬
儀
に
対
す
る
改
革
論
が
惹
起
し
た
。
そ
も
そ
も

「新
生
活
運
動
」
と
は
、
敗
戦
後
、
精
神
的
、
経

済
的
に
疲
弊
し
た
社
会
に
お
い
て
、
国
民
生
活
の
質
の
改
善
、
向
上
を
目
的
に
実
施
さ
れ
た
運
動
の
こ
と
で
あ
る
。　
一
九
四
七
年
に

片
山
哲
内
閣
が
閣
議
決
定
を
も
っ
て

「新
日
本
建
設
国
民
運
動
要
領
」
を
提
唱
し
、
さ
ら
に
鳩
山

一
郎
内
閣
が
公
約
に
推
進
を
掲
げ

た
こ
と
で
運
動
は
軌
道
に
乗
る
こ
と
と
な
る
。

で
は
新
生
活
運
動
に
お
け
る
具
体
的
実
践
内
容
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
田
中
宣

一
〈
二
〇
〇
二
〉
を
参

考
に
し
た
い
。
田
中
は
、　
一
九
五
五
年
十

一
月
の
全
国
新
生
活
運
動
協
議
会
で
挙
が
っ
た
運
動
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
分
類

し
て
い
る
。

Ａ

「人
間
と
し
て
の
道
義
の
問
題
」

公
衆
道
徳
の
高
場
、
助
け
あ
い
運
動
、
健
全
娯
楽
の
振
興

Ｂ

「生
活
合
理
化
へ
の
啓
蒙
」

冠
婚
葬
祭
の
簡
素
化
、
無
駄
の
排
除
、
貯
蓄
と
家
計
の
合
理
化
、
時
間
励
行

Ｃ

「伝
統
行
事
に
ま
つ
わ
る
無
駄
の
見
直
し
」

生
活
行
事

。
慣
習
の
改
善
、
迷
信
因
習
の
打
破

Ｄ

「健
康
で
衛
生
的
な
生
活
指
向
へ
の
啓
豪
」

衣
食
住
の
改
善
、
保
健
衛
生
の
改
善
、
蚊
と
ハ
エ
を
な
く
す
運
動

Ｅ

「産
児
制
限
の
啓
蒙
」

家
族
計
画
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４３
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当
時
の
実
践
項
目
に
つ
い
て
は
、
新
生
活
運
動
協
会
が
発
刊
し
た
機
関
誌

『新
生
活
通
信
』
に
お
い
て
毎
号
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
　
４４

る
が
、
筆
者
が
確
認
す
る
限
り
、
こ
の
田
中
の
分
類
は
妥
当
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
実
践
目
標
に
即
し
て
、
地
域

・
学
校

。
会
社

な
ど
の
単
位
で
様
々
な
取
り
組
み
が
実
施
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
中
、
特
に
Ｂ
の
生
活
合
理
化
に
関
す
る
も
の
は
非
常
に
関
心
が
高
い
。
実
際
に
、
公
民
館
結
婚
式
の
勧
奨
と
実
践
例
の

紹
介
は
ほ
ぼ
毎
号
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
結
納
廃
止
や
花
嫁
衣
装
の
共
同
使
用
な
ど
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
冠
婚
葬
祭
の
枠
に

お
い
て
、
結
婚
関
連
と
並
ん
で
合
理
化
の
対
象
と
さ
れ
た
の
が

「葬
儀
」
で
あ
っ
た
。

（二
）
新
生
活
運
動
に
お
け
る

「葬
儀
改
革
」

で
は
新
生
活
運
動
が
目
指
し
た
葬
儀
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。　
一
九
五
〇
年
、
岐
阜
県
不
破
郡
で
は
、
「従
来
の

因
習
を
是
正
し
、
健
全
明
朗
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
」
と
し
て
、
各
戸
に

「不
破
郡
生
活
改
善
申
合
事
項
」
が
配
布
さ
れ
、

時
間
励
行
や
冠
婚
葬
祭
の
簡
素
化
を
実
施
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
葬
儀
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
な
さ

れ
て
い
る
。

一
、
【通
夜
】

通
夜
の
饗
応
は
茶
菓
の
程
度
に
止
め
、　
一
般
の
通
夜
は
午
後
十
時
を
限
度
と
す
る
こ
と

二
、
【喪
服
】

服
装
は
持
ち
合
わ
せ
の
も
の
を
用
い
、
新
調
は
止
め
る
こ
と

三
、
【葬
式
】

時
間
を
励
行
し
会
葬
者
に
迷
惑
を
か
け
な
い
こ
と
。
供
花
放
鳥
は
全
廃
す
る
こ
と

香
典
は
近
親
者
の
み
に
止
め
る
こ
と
。
香
典
返
し
、
忌
明
け
配
物
は
廃
止
す
る
こ
と

酒
の
饗
応
は

一
切
廃
止
す
る
こ
と

四
、
【法
要
】

法
要
は
精
神
的
を
旨
と
し
徒
ら
に
形
式
に
流
れ
ず
、
簡
素
厳
粛
と
し
、
特
に
家
人
の
参
拝
礼
拝
機
会
を
得
る
よ
う

に
す
る
こ
と
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こ
れ
ら
の
項
目
は
逆
説
的
に
、
当
時
の
通
夜
や
葬
式
に
お
い
て
、
飲
食
が
深
夜
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
、
参
加
者
が
喪
服
を
新

調
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
供
花
が
立
ち
並
び
、
放
鳥
ま
で
行
わ
れ
る
な
ど
の
豪
華
な
形
式
が
習
慣
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
新
生
活
運
動
で
は
他
に
も

「花
輪
の
小
型
化
」
な
ど
、
葬
儀
を
彩
る
様
々
な
も
の
が
簡
素
化
の
対
象
と
な
る
な
ど
、
行
政
主
導

で
葬
儀
に
関
す
る
無
駄
や
見
栄
の
廃
止
が
提
案
さ
れ
た
。

現
代
の
葬
儀
不
要
論
で
は
、
経
済
的
負
担
を
問
題
視
す
る
言
説
が
最
も
多
い
。
就
中
、
寺
院
へ
渡
す

「布
施
」
に
対
す
る
批
判
は
、

か
な
り
の
割
合
を
占
め
る
。
岐
阜
県
不
破
郡
の
例
で
は
、
「香
典
返
し
の
廃
止
」
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
地
域
に
よ
っ
て

は
香
典
そ
の
も
の
を
廃
止
、
或
は

一
律
に
金
額
を
指
定
す
る
な
ど
の
動
き
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し

「布
施
」
に
関
す
る
情
報
は
見
当

た
ら
な
い
。
新
生
活
運
動
で
は
、
な
ぜ
布
施
が
簡
素
化
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
当
時
の
布
施
が
高
額

で
は
な
か
っ
た
、
高
額
で
も
人
々
が
納
得
し
て
い
た
、
或
は
、
改
革
不
可
な

「聖
域
」
だ
っ
た
な
ど
様
々
な
推
測
を
た
て
る
こ
と
が

出
来
る
が
、
筆
者
の
手
元
の
資
料
で
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
後
に
起
こ
る
葬
儀
不
要
論
と
の
差
異
の

一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

戦
後
、
政
府
主
導
に
よ
る
新
生
活
運
動
は
人
々
の
生
活
全
般
の
見
直
し
を
図
っ
た
。
だ
が
こ
の
運
動
が
、
現
実
の
葬
儀
に
大
き
な

変
革
を
も
た
ら
し
た
と
は
考
え
難
い
。
後
の

一
九
六
〇
年
代
に

「葬
儀
不
要
論
」
が
噴
出
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
葬
儀
の
実

態
は
運
動
後
も
旧
態
依
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

二
、
「葬
式
を
改
革
す
る
会
」
を
中
心
と
す
る
葬
式
無
用
論

（
一
）
「葬
式
無
用
論
」
の
萌
芽

一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
「葬
式
無
用
論
」
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、　
一
九
六
四
年
に
朝
日
新
聞
に
　
４５



「葬傾不要論」の研究

掲
載
さ
れ
た
京
都
大
学
名
誉
教
授

・
稲
田
務
の
記
事

「私
の
葬
式
は
し
な
い
」
で
あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４６

私
は
盛
大
な
葬
式
に
対
し
て
疑
い
を
覚
え
る
。
そ
こ
で
私
の
死
去
の
場
合
、
た
だ
死
亡
通
知
を
出
す
だ
け
に
き
め
た
。
そ
れ
を

受
け
と
ら
れ
た
人
は
、
心
の
中
で
私
を
悼
ん
で
下
さ
れ
ば
満
足
で
あ
る
。
世
間
な
み
の
葬
式
は
行
な
わ
な
い
。
こ
れ
は
儀
式
的

な
こ
と
を
や
め
る
た
め
と
、
会
葬
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
そ
の
世
話
を
し
て
も
ら
う
な
ど
の
手
数
を
か
け
な
い
た
め
で
も
あ
る
。

す
で
に
死
ん
で
い
る
私
に
は
、
葬
式
は
意
味
は
な
い
。

こ
の
文
章
に
対
し
て
、
か
な
り
の
反
響
が
あ
っ
た
と
稲
田
自
身
が
述
懐
し
て
い
る
。
実
際
に
、
稲
田
の
記
事
か
ら
ま
も
な
く
、
「葬

式
無
用
論
を
述
べ
ら
れ
た
稲
田
教
授
に
千
万
の
味
方
を
得
た
思
い
で
あ
る
」
な
ど
と
す
る
内
容
の
投
書
が
朝
日
に
い
く
つ
か
掲
載
さ

れ
た
。
そ
の
多
く
は
稲
田
の
主
張
に
好
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
彼
ら
が
稲
田
に
賛
同
す
る
根
拠
と
し
て
、
「虚
礼

・
世

間
体
重
視
の
風
潮
」
。「多
額
な
経
済
的
負
担
」
。「他
人
へ
の
迷
惑
」
な
ど
が
異
口
同
音
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「葬
式
無
用
」

に
賛
成
す
る
と
述
べ
た
人
々
の
意
に
反
し
て
、
「私
の
葬
式
は
し
な
い
」
の
記
事
を

一
読
し
て
み
る
と
、
稲
田
自
身
が
完
璧
な
る
葬

儀
不
要
論
者
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「盛
大
な
葬
式
に
対
し
て
疑
い
を
覚
え
る
」
「世
間
な
み
の
葬
式
は
行
わ
な
い
」
と
の

表
現
は
、
裏
を
返
す
と
、
必
要
以
上
に
他
人
に
迷
惑
の
及
ば
な
い
範
囲
内
で
、
且
つ
奢
移
で
な
い
葬
式
な
ら
ば
否
定
し
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
葬
儀
不
要
論
者
と
認
識
さ
れ
る
場
合
で
も
、
実
際
は
内
実
に
温
度
差
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必

要
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
新
聞
の
コ
ラ
ム
上
で
持
ち
上
が
っ
た
葬
儀
問
題
は
、
「葬
式
を
改
革
す
る
会
」
の
誕
生
へ
と
連
鎖
す
る
。
稲
田
の
主
張

に
感
化
さ
れ
た
、
元
代
議
士
で
医
学
博
士
の
太
田
典
礼
や
、
同
じ
く
元
代
議
士
の
東
舜
英
な
ど
が
発
起
人
と
な
り
、
「葬
式
の
簡
素
化
、

合
理
化
を
検
討
し
、
そ
の
普
及
を
目
的
」
と
す
る

「葬
式
を
改
革
す
る
会
」
が
発
足
。
そ
の
会
が
中
心
と
な
っ
て
刊
行
し
た
の
が

『葬

式
無
用
論
』
で
あ
っ
た
。
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（二
）
「葬
式
無
用
論
」
の
内
実

「葬
式
の
簡
素
化
、
合
理
化
」
を
目
指
す

「葬
式
を
改
革
す
る
会
」
が
発
刊
し
た

『葬
式
無
用
論
』。
こ
の
事
実
を

一
見
す
る
だ

け
で
も
、
本
会
の
目
指
す
方
向
性
が

一
律
で
な
い
こ
と
は

一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
執
筆
者
に
は
医
師
や
代
議
士
、
大
学
教
授
や
会
社
経

営
者
な
ど
の

「知
識
層
」
が
名
を
連
ね
て
い
る
が
、
彼
ら
の
主
張
の
方
向
性
に
は
揺
れ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
切
の
葬
式
を
否
定

す
る

「葬
式
無
用
派
」
と
、
無
駄
を
排
除
し
た
新
た
な
葬
儀
を
提
唱
す
る

「葬
式
改
革
派
」
と
に
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し

て
、
大
半
は
後
者
に
属
し
、
前
者
の
立
場
を
貫
徹
し
て
い
る
の
は
僅
か
で
あ
る
。
で
は
両
者
の
葬
儀
に
対
す
る
批
判
理
由
に
つ
い
て
、

以
下
、
代
表
的
な
も
の
を
み
て
み
よ
う
。

①

「経
済
的
負
担
」
に
対
す
る
批
判

葬
儀
に
対
す
る
批
判
の
根
拠
と
し
て
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
葬
儀
に
か
か
る

「費
用
」
の
問
題
で
あ
る
。

葬
式
に
つ
き
も
の
に
香
奥
が
あ
る
。
例
え
ば
千
円
ぐ
ら
い
な
ら
ば
楽
に
包
め
る
と
思
っ
て
も
、
香
霙
返
し
を
考
え
る
と
二
千
円

は
包
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
負
担
を
感
じ
る
。

こ
こ
で
は
葬
儀
に
参
列
す
る
際
に
持
参
す
る
香
典
が
、参
列
者
の
経
済
的
負
担
に
な
る
と
い
う
正
直
な
想
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

香
典
に
対
す
る
批
判
が
噴
出
す
る
背
景
に
は
、
地
域
社
会
の
葬
儀
へ
の
関
わ
り
方
の
変
化
が
窺
え
る
。
嶋
根
克
己

〈
二
〇
〇

一
〉
が

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
前
の
伝
統
的
な
村
落
社
会
で
は
、
現
在
に
比
べ
て
葬
儀
参
列
時
の
金
銭
持
参
率
は
は
る
か
に
低
い
。
当
時

は
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
葬
儀
が
成
立
す
る
中
で
、
金
銭
を
持
参
し
な
く
て
も
、
現
場
で
の

「労
働
力
」
や
、
或
は

「米
」
や

「麦
粉
」

な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
で
代
替
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
伝
統
的
な
葬
儀
の
形
態
が
変
化
し
、
参
列
者
の
貢
献
が
金

銭
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
香
典
の
批
判
を
出
現
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
香
典
以
外
に
も
、

同
様
に
多
額
の
失
費
を
招
く

「花
輸
」
や
死
亡
通
知
の
た
め
の

「新
聞
広
告
」
な
ど
を
自
粛
し
、
「平
服
の
葬
儀
」
や

「公
民
館
葬
」

４７
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な
ど
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
容
は
、
新
生
活
運
動
期
の
葬
儀
の
合
理
化
内
容
と
軌
を

一
に
し
て
お
り
、
終
戦
直
後
の
葬

４８

儀
議
論
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

②

「他
者
へ
の
迷
惑
」

次
に
こ
の
時
期
、
葬
儀
に
対
し
て
否
定
的
な
考
え
を
有
す
る
人
々
の
多
く
が
指
摘
す
る
の
が
、
「参
列
者
に
か
か
る
迷
惑
」
の
間

題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、親
族
や
友
人
な
ど
の
親
し
い
間
柄
な
ら
と
も
か
く
、付
き
合
い
程
度
で
参
列
を
強
い
ら
れ
る
人
々
に
と
っ
て
は
、

無
駄
な
時
間
を
強
要
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
の
遺
族
側
の
配
慮
と
考
え
ら
れ
る
。
「死
ん
で
か
ら
で
も
他
人
さ
ま
に
迷
惑
を

か
け
た
く
な
い
」、
と
い
う
想
い
は
異
口
同
音
に
吐
露
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
多
く
の
人
々
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
見
方
を
変
え
る
と
、
関
係
の
深
く
な
い
間
柄
の
人
の
葬
儀
に
、
大
事
な
時
間
を
割
い
て
ま
で
参
加
さ
せ

ら
れ
る
の
は
煩
し
い
と
い
う
参
列
者
側
の
本
音
と
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
「葬
儀
の
個
人
化
」
な
ど
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

近
年
は

「私
」
の
葬
儀
が
基
本
的
な
視
点
と
な
り
、
葬
儀
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
中
、
「他
者
へ
の
眼
差
し
」

を
も
っ
て
葬
儀
を
提
え
る
姿
勢
は
、
現
代
の
葬
儀
議
論
に
お
い
て
欠
如
す
る
重
要
な
視
点
の

一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

③

「死
者
中
心
」
に
対
す
る
批
判

葬
式
仏
教
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
こ
の
中
に
は
僧
侶
が
死
者
の
み
を
相
手
と
し
て
、
生
者
を
か
え
り
み
な
い
と
い
う
批
判
が
こ

め
ら
れ
て
い
る
。
私
も
仏
教
は
あ
く
ま
で
苦
悩
の
大
衆
を
相
手
と
す
る
教
え
で
あ
る
と
信
ず
る
。

こ
れ
は

一
九
六
八
年
に
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た

「あ
る
末
寺
の
住
職
の
生
活
と
意
見
」
の

一
節
で
あ
る
。
当
時
す
で
に

一
般
人

だ
け
で
な
く
、
葬
儀
を
司
る
僧
侶
ま
で
も
が
自
分
た
ち
の
葬
儀
に
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
事
を
物
語
っ
て
い
る
。
宗
教
者
が
死
者
の

み
を
相
手
と
し
て
、
遺
族
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
と
の
批
判
は
、
現
代
の
葬
儀
批
判
の
内
容
と
も
共
通
す
る
。
「宗
教
者
」
に
対
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す
る
不
満
が
、
葬
儀
不
要
論
の

一
要
素
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

④

「歴
史
的

（教
義
的
）
根
拠
の
欠
如
」
に
対
す
る
批
判

東
洋
大
学
教
授
で
僧
侶
の
渡
辺
照
宏
は
、
仏
教
と
葬
儀
が
本
来
無
関
係
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
渡
辺
は

「大
般
涅
果
経
』
に
登

場
す
る
、
死
期
を
迎
え
た
釈
尊
と
弟
子
の
摩
訂
迦
葉
と
の
物
語
が
、
仏
教
が
葬
儀
に
携
わ
る
べ
き
で
な
い
根
拠
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
他
に
も
、
親
鸞
が
遺
し
た
と
さ
れ
る

「某
閉
眼
せ
ば
加
茂
河
に
入
れ
て
魚
に
与
う
べ
し
」
の
言
葉
も
ま
た
、
仏
教

（真
宗
）
が

葬
儀
を
禁
じ
る
根
拠
と
し
て
度
々
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「葬
式
仏
教
」
と
ま
で
非
難
さ
れ
る
仏
教
と
葬
儀
の
密
接
な
関
係
が
、
そ
も

そ
も
成
立
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
内
外
か
ら
し
ば
し
ば
間
わ
れ
て
い
る
。

⑤

「信
仰
欠
如
の
宗
教
儀
礼
」
に
対
す
る
批
判

生
前
は
宗
教
な
ん
て
振
り
向
き
も
し
な
か
っ
た
無
信
者
に
、
死
に
臨
ん
で
、
あ
わ
て
て
坊
主
や
牧
師
を
雇
っ
て
来
て
、
バ
イ
ブ

ル
や
お
経
を
読
ん
で
も
ら
つ
た
と
て
、
そ
れ
が
何
の
役
に
立
つ
か
、
愚
の
限
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

信
仰
不
在
の
ま
ま
に
形
式
的
に
執
り
行
わ
れ
る
葬
儀
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
人
々
が

「無
宗
教
」
と
の
意
識
を
有
し
つ
つ
、
宗

教
色
の
強
い
葬
儀
を
執
行
す
る
形
式
は
、
現
代
に
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
参
列
者
が
容
易
に
理
解
し
難
い
経
や
祝
詞
、
さ
ら
に
、

故
人
の
霊
的
存
在
を
前
提
と
し
て
執
行
さ
れ
る
葬
儀
で
、
「魂
」
や

「霊
」
に
対
す
る
説
明
不
足
へ
の
批
判
も
ま
た
、
信
仰
欠
如
の

問
題
と
同
等
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
論
調
は
、
す
な
わ
ち
葬
式
に
お
け
る
宗
教
不
要
論
と
も
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

さ
て
、
こ
う
し
た

一
連
の
批
判
に
よ
っ
て
、
葬
儀
は
改
革
の
方
向
ヘ
シ
フ
ト
し
た
の
か
。
現
実
の
葬
儀
は
高
度
経
済
成
長
に
後
押

し
さ
れ
、
簡
素
化
と
は
正
反
対
の

「華
美
化
」
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
近
隣
住
民
に
支
え
ら
れ
て
成
立
し
て
い
た
葬
儀
は
、

社
会
状
況
な
ど
の
変
化
の
中
で
、
遺
族
は
次
第
に
人
手
不
足
に
陥
り
、
葬
儀
社
の
存
在
が
不
可
欠
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
葬
儀

４９
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の

「商
品
化
」
や
、
葬
儀
会
館
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
を
引
き
起
こ
す
な
ど
、
派
手
な
葬
儀
を
生
み
出
す
環
境
を
次
第
に
整
備
し
た
の
で
　
５０

あ
る
。
結
果
、
贅
沢
な
葬
儀
は
、
経
済
の
破
綻
と
と
も
に

「葬
式
は
、
要
ら
な
い
」
の
言
説
を
再
登
場
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

三
、
『葬
式
は
、
要
ら
な
い
』
を
中
心
と
す
る
葬
儀
不
要
論

（
一
）
島
田
裕
巳
の
葬
儀
不
要
論

二
〇

一
〇
年

一
月
に
刊
行
さ
れ
た
宗
教
学
者

・
島
田
裕
巳
著

『葬
式
は
、
要
ら
な
い
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
「葬
儀
不
要
」

の
言
葉
が
人
口
に
謄
実
し
た
。
戦
後
か
ら

一
九
六
〇
年
代
の
葬
儀
批
判
が
知
識
人
中
心
に
展
開
さ
れ
た
の
に
対
し
、
近
年
の
そ
れ
は

情
報
化
社
会
の
煽
り
を
受
け
、　
一
般
市
民
を
も
巻
き
込
ん
だ
点
に
ま
ず
は
そ
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
島
田
の
主

張
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
以
下
、
主
な
論
点
の
概
略
を
確
認
す
る
。

①
儀
に
お
け
る

「経
済
的
負
担
」
へ
の
批
判

『葬
式
は
、
要
ら
な
い
』
の
冒
頭
で
島
田
は
、
「葬
式
は
贅
沢
で
あ
る
―

こ
れ
が
本
書
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
メ
ッ
セ
ー

ジ
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
お
り
、
葬
儀
の

「費
用
」
の
問
題
が
批
判
の
中
核
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
島
田
は
、
日
本
の
葬
儀

費
用
の
平
均
額
が
二
三

一
万
円
と
世
界
で
も
類
を
見
な
い
ほ
ど
高
額
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
。
そ
の
背
景
に
は
、
「豪
華
な
仏
式
祭
壇
」

や

「日
本
人
の
見
栄
」
な
ど
が
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
日
本
消
費
者
協
会
が
出
し
た
デ
ー
タ
か
ら
、
寺
院
に
支
払
わ
れ
た

「布
施
」

の
平
均
額
が
五
四
万
九
〇
〇
〇
円
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
大
部
分
を
締
め
る

「戒
名
料
」
な
ど
が
説
明
不
足
の
ま
ま
に
高
額

で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
対
し
て
も
疑
間
を
呈
し
て
い
る
。
近
年
、
「直
葬
」
や

「家
族
葬
」、
「海
洋
葬
」
や

「樹
木
葬
」
な
ど
、
簡

素
で
費
用
の
か
か
ら
な
い
形
式
の
葬
儀
が
台
頭
し
て
い
る
背
景
に
は
、
経
済
的
負
担
の
大
き
い
葬
儀
へ
の
批
判
が
存
在
し
て
い
る
と



理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

②

「グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
欠
如
」

次
に
、経
済
的
負
担
と
並
ん
で
葬
儀
批
判
の
対
象
と
な
る
の
は
、
「グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
欠
如
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」

と
は
、
愛
す
る
人
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
悲
し
み
に
沈
む
人
々
と
向
き
合
い
、
特
に
精
神
的
な
側
面
で
支
え
に
な
る
と
い
う

意
味
だ
。
島
田
が
高
額
な
葬
儀
に
つ
い
て

「癒
し
に
な
る
の
な
ら
ま
だ
し
も
、
そ
れ
も
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
も
の
は
、
金
銭
的

負
担
が
莫
大
に
も
拘
わ
ら
ず
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
へ
の
批
判
と
理
解
で
き
る
。
島
田
は
、
本
来
人
々
の
苦
し
み

や
悲
し
み
に
寄
り
添
う
こ
と
こ
そ
が
宗
教
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
読
経
が
済
ん
だ
ら
帰
っ
て

し
ま
う
と
い
っ
た
態
度
を
と
る
僧
侶
へ
の
不
満
が
こ
こ
に
噴
出
し
て
い
る
。

③

「歴
史
的
根
拠
の
欠
如
」

橋
爪
大
三
郎
は
、
島
田
と
の
対
談
の
中
で
、
「仏
教
の
原
則
に
立
つ
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
出
家
者
は
葬
式
に
関
与
し
て
は
い
け
な
い
。

釈
迦
は
、
自
身
の
葬
儀
は
世
俗
の
人
間
に
や
ら
せ
る
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
」
と
解
説
し
、
元
来
、
出
家
者
は
葬
儀
に
は
関
与
し
な
い

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
島
田
も
、
イ
ン
ド
で
は
僧
侶
が
葬
儀
に
関
わ
る
こ
と
は
皆
無
で
あ
り
、
日
本
で
も
飛
鳥
か
ら
奈
良
時
代
の

寺
院
は

「学
問
の
府
」
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
葬
式
仏
教
の
要
素
は
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
島
田
は
、
仏
典
に
根
拠
が
求
め
ら
れ

な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
葬
儀
の
際
に
形
式
的
に
付
与
さ
れ
る

「戒
名
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
厳
し
く
批
判
す
る
。
こ
う
し
た
仏
教
と

葬
儀
の
関
係
性
に
関
し
て
は
、
す
で
に

一
九
六
〇
年
代
に
問
題
提
起
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
現
代
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同

一
内

容
の
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
数
十
年
に
渡

っ
て
仏
教
側
が
満
足
な
回
答
を
示
し
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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こ
こ
で

一
点
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
終
戦
直
後
と
比
べ
て
明
ら
か
に

「宗
教
的
な
も
の
」
に
対
す
る
不
満
が
葬
儀
不

５２

要
論
の
中
核
を
な
し
、
「花
輪
」
な
ど
の

「装
飾
品
」
に
対
す
る
批
判
が
殆
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
サ
ー
ビ
ス

と
し
て
葬
儀
を
扱
う
葬
儀
社
の
台
頭
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
遺
族
の
意
向
を
最
大
限
に
反
映
さ
せ
る
彼
ら
に
よ
っ
て
、
葬
儀
を

彩
る
装
飾
品
は
、
人
々
を
満
足
さ
せ
う
る
も
の
へ
と
改
良
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
遺
族
も
葬
儀
社
も
介
入
し
に
く
い

「布
施
」
や

「戒
名
」
な
ど
の
宗
教
的
存
在
は
旧
態
依
然
と
し
た
ま
ま
で
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（二
）
東
日
本
大
震
災
以
後
の
葬
儀
議
論

二
〇

一
一
年
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、
そ
れ
ま
で
の

「葬
儀
不
要
論
」
に
影
響
を
与
え
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
小

谷
み
ど
り
は
、

東
日
本
大
震
災
で
、
こ
こ
数
年
高
ま
っ
て
い
た

「葬
式
不
要
論
」
の
勢
い
が
す
っ
か
り
沈
静
化
し
た
感
が
あ
る
。　
一
〇
〇
〇
年

に

一
度
と
い
う
規
模
の
大
災
害
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
の
な
か
で
、
祈
り
や
鎮
魂
と
い
っ
た
宗
教
的
な
感
情
が
覚
醒
し
た
。
葬

式
は
単
な
る

「お
別
れ
イ
ベ
ン
ト
」
で
な
い
こ
と
に
多
く
の
人
た
ち
が
気
づ
い
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
突
然
の
死
別
に
直
面
し
た
遺
族
に
、
死
者
へ
の

「弔
い
」
の
念
が
沸
き
起
こ
り
、
そ
こ
に
葬
送
が
不
可
欠
な
も
の

と
し
て
再
認
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、大
切
な
人
々
を
失
っ
た
喪
失
感
と
と
も
に
、人
々
の
間
に
「祈
り
」や
「鎮
魂
」

の
想
い
が
生
起
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
感
情
が
、　
一
時
的
に
金
銭
の
問
題
な
ど
を
さ
し
お
い
て
、
葬
式

に
対
す
る
否
定
的
見
解
を
転
換
さ
せ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
今
後
も
葬
儀
不
要
論
の
沈
静
化
を
唱
え
続
け
る
こ
と
に
は
賛
同
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
葬
儀
不
要
論
が
支
持
さ
れ
て

き
た
背
景
に
存
在
し
た
の
は
、
人
々
の

「宗
教
心
の
欠
如
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、

近
年
の
葬
儀
不
要
論
の
特
徴
は

「仏
教
式
葬
儀
」
に
対
す
る
批
判
、と
り
わ
け

「経
済
的
負
担
」
や

「グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
欠
如
」、
「歴
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史
的
根
拠
の
欠
如
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
、
震
災
に
よ
っ
て
惹
起
し
た
人
々
の

「宗
教
的
感
情
」
が
解
決

す
る
と
は
考
え
に
く
い
。

震
災
後
、僧
侶
た
ち
が
被
災
地
に
赴
い
て
様
々
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に

「経
済
的
負
担
」
や

「グ
リ
ー

フ
ケ
ア
」
の
課
題
を
ク
リ
ア
し
た
仏
教
の
姿
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
被
災
地
に
お
け
る
僧
侶
の
功
績
を
敷
衛
さ
せ
て

「葬
儀
不
要

論
」
の
沈
静
化
を
主
張
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。

事
実
、読
売
新
聞
が
二
〇

一
二
年
に
実
施
し
た
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
「宗
教
色
を
排
除
し
た
葬
儀
」
に
対
し
て
、約
半
数
の
四
八
％

が
賛
同
し
、
さ
ら
に

「直
葬
」
に
対
し
て
も
、
七
二
％
も
の
人
々
が

「特
に
問
題
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
考

慮
す
れ
ば
、
「葬
式
は
、
要
ら
な
い
」
と
い
う
言
説
こ
そ
登
場
し
な
い
も
の
の
、
人
々
の
意
識
は

「葬
儀
不
要
」
の
方
向
に
向
い
て

い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
震
災
以
降
、
「葬
儀
不
要
」
の
言
説
が
消
え
た
背
景
に
は
、
震
災
に
よ
る
行
方
不
明
者
の
関
係
者
に

対
す
る
配
慮
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「せ
め
て
お
葬
式
ぐ
ら
い
し
て
あ
げ
た
い
」
と
の
想
い
を
抱
く
人
々
が
い
る
中
で
、
「葬
儀
不

要
」
の
言
葉
が
先
走
り
し
た
場
合
、
そ
れ
は
暴
力
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
り
う
る
。
本
来
の
葬
儀
不
要
論
が
む
し
ろ
、
よ
り
よ
い
葬

儀
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
は

「葬
式
は
、
要
ら
な
い
」
の
表
現
が
適
切
で
な
い
と
の
判
断
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
と
め

以
上
、
戦
後
の

「葬
儀
不
要
論
」
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
終
戦
後
、
行
政
主
導
に
よ
る
新
生
活
運
動
は
、
葬
儀
も
そ
の
合
理
化
の

対
象
と
し
た
。
虚
礼
的

・
因
習
的
葬
儀
の
打
破
を
目
指
し
て
、
「饗
応
」
や

「花
輪
」
な
ど

「装
飾
品
」
（消
耗
品
）
の
簡
素
化
が
図

ら
れ
た
。
し
か
し
、
葬
儀
が
劇
的
に
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
葬
儀
改
革
論
は
後
に

『葬
式
無
用
論
』
と
な
り
、

登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５３
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一
九
六
〇
年
代
の
知
識
層
を
中
心
と
す
る

「葬
儀
不
要
論
」
は
、
内
容
的
に

「新
生
活
運
動
」
の
葬
儀
改
革
を
踏
襲
す
る
も
の
で
　
５４

あ
っ
た
。
し
か
し
、
葬
儀
の

「宗
教
的
要
素
」
に
対
し
て
も
疑
間
を
呈
し
た
点
で
、
新
生
活
運
動
期
と
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
「死

者
中
心
の
葬
儀
」、
「歴
史
的
根
拠
の
欠
如
」
な
ど
、
い
ず
れ
も

「仏
教
式
」
葬
儀
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
現
代
の
葬

儀
批
判
の
内
容
と
も
軌
を

一
に
し
て
お
り
、
葬
儀
に
お
け
る
仏
教
不
要
論
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
当
時
、
「
マ
ン
ネ
リ
葬
を

排
撃
し
て
、
近
代
的
合
理
化
葬
に
、
改
革
の
智
恵
を
し
ば
り
た
い
」
と
言
わ
れ
た

「近
代
的
合
理
化
葬
」
と
は
、
す
な
わ
ち
仏
教
的

要
素
を
排
除
し
た
形
式
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
高
度
経
済
成
長
な
ど
に
よ
っ
て
、
葬
儀
は
華
美
化
傾
向
が
顕

著
と
な
り
、
不
況
の
到
来
と
と
も
に

「葬
儀
不
要
論
」
は
再
登
場
す
る
。

二
〇

一
〇
年
、島
田
裕
巳
の
『葬
式
は
、
要
ら
な
い
』
は
様
々
な
思
想
・言
論
界
を
横
断
し
て

一
大
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。
島
田
は
、

布
施
や
戒
名
な
ど
の

「仏
教
式
」
に
対
し
て
徹
底
的
に
苦
言
を
呈
し
た
。
こ
の
意
味
で
、
彼
の
議
論
は

一
九
六
〇
年
代
の
葬
儀
不
要

論
を
継
承
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
だ
が

一
方
で
、
葬
儀
を
彩
る

「装
飾
品
」
（消
耗
品
）
に
対
す
る
批
判
が
殆
ど
み
ら
れ

な
い
。
葬
儀
社
の

「サ
ー
ビ
ス
化
」
に
よ
っ
て
、
「装
飾
品
」
（消
耗
品
）
は
遺
族
の
意
思
の
も
と
で
改
良
、
或
は
簡
素
化
可
能
な
も

の
へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
理
由
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
、
遺
族
の
意
思
が
反
映
さ
れ
に
く
く
、
意
味
も
理
解
し
難
い
布
施
や
戒
名

な
ど
の

コ
ホ
教
的
存
在
」
は
、
次
第
に
批
判
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
よ
う
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
葬
儀
不
要
論
が
物
質
的
存
在

か
ら
、
宗
教
的
存
在
に
対
す
る
批
判
へ
と
変
容
し
て
き
た
背
景
に
は
、
顧
客
の
要
望
に
応
え
る
葬
儀
社
と
、
遺
族
の
想
い
に
応
え
よ

う
と
し
な
い
仏
教
者
と
い
う
、
相
対
す
る
二
者
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
以
後
、
「弔
い
」
に
対
す
る
人
々

の
想
い
の
高
ま
り
を
根
拠
に
、
「葬
儀
不
要
論
の
沈
静
化
」
が

一
部
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、僧
侶
が
そ
の
言
葉
に
安
堵
し
て
、

経
済
的
負
担
が
大
き
く
、
死
者
の
み
を
相
手
す
る
よ
う
な
旧
態
依
然
と
し
た
葬
儀
を
執
行
す
る
な
ら
、
仏
教
式
葬
儀
は
姿
を
消
す

一

方
だ
ろ
う
。

本
論
文
で
は
葬
儀
不
要
論
に
注
目
し
た
。
し
か
し
、
紙
幅
の
都
合
上
、
葬
式
不
要
論
に
反
駁
す
る
立
場
の
言
説
に
つ
い
て
は
、
今
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回
、
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
「葬
式
は
、要
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
に
対
す
る
反
論
と
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。

そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

【註
】

（
１
）
島
田
裕
巳

『葬
式
は
、
要
ら
な
い
』
（二
〇

一
〇
、
幻
冬
舎
）

（２
）
二
〇

一
〇
年
に
は
日
蓮
宗
の
現
代
宗
教
研
究
所
が
主
催
し
た

「法
華
経

・
日
蓮
聖
人

ｏ
日
蓮
教
団
論
研
究
セ
ミ
ナ
ー
」
に
お
い
て
、
葬
儀
の
問
題
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇

一
一
年
に
は
浄
土
宗
が

「『崩
れ
ゆ
く
葬
祭
の
こ
こ
ろ
Π
』
―
今
あ
ら
た
め
て
意
味
を
間
う
！
浄
土
宗
の
葬
餞
・

年
回
の
意
味
に
つ
い
て
―
」
と
題
し
、葬
儀
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
も
、
二
〇

一
〇
年
に
築
地
本
願
寺
に
お
い
て

「現

代
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
―
葬
儀
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
―
」
と
題
し
て
、
葬
儀
を
テ
ー
マ
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
。
ま
た
、
「グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」

に
焦
点
を
絞
っ
た

「別
離
の
悲
し
み
を
考
え
る
会
」
な
ど
を
開
催
し
て
い
る
。

（３
）
こ
う
し
た
中
、
玉
川
貴
子

「死
に
商
業
的
に
か
か
わ
る
事
業
の

「正
当
化
」
の
困
難
さ
―
戦
後
日
本
の
葬
祭
事
業
を
め
ぐ
る
二
つ
の
運
動
に
用
い
ら

れ
た
語
彙
」
（『年
報
社
会
学
論
集
』
、
二
〇
〇
九
）
な
ど
で
は
、
戦
後
の
葬
儀

・
葬
祭
業
者
の
動
向
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

（４
）
「要
領
」
に
よ
る
と
、
当
時
の
日
本
の
状
況
に
つ
い
て
、
「経
済
的
な
悪
条
件
が
か
さ
な
り
合
つ
て
、
国
民
の
生
活
苦
と
生
活
不
安
が
ま
す
ま
す
深
ま

り
行
く
反
面
で
は
、
道
義
は
た
い
廃
し
、
思
想
は
動
揺
し
、
そ
の
結
果
、
社
会
の
秩
序
は
混
乱
し
て
、
国
民
共
同
体
の
基
盤
に
す
ら
恐
ろ
し
い
亀
裂

が
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
」
な
ど
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う
な
貧
窮
や
不
安
か
ら
抜
け
出
し
、
新
た
な
国
民
生
活
を
設
計
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
、
「新
生
活

（国
民
）
運
動
」
を
推
奨
す
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
（近
代
日
本
教
育
制
度
史
料
編
暮
会
編

『近
代
日
本
教
育

制
度
史
料
』
（第
二
十
七
巻
、　
一
九
五
八
、
講
談
社
）
四
六
頁
）

（５
）
田
中
宣

一
「新
生
活
運
動
と
新
生
活
運
動
協
会
」
（『成
城
文
藝
』
（
一
八

一
号
、
二
〇
〇
二
）
四
五
頁
。

（６
）
「不
破
郡
生
活
改
善
申
合
事
項
」
に
つ
い
て
は
入
手
困
難
な
た
め
、
益
川
浩

一
「戦
後
初
期
地
域
に
お
け
る

「新
生
活
運
動
」
の
特
質
」
（『岐
阜
大
学

教
育
学
部
研
究
報
告
』
二
〇
〇
二
）
の
中
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た
。

（７
）
こ
う
し
た
運
動
は
、
群
馬
県
高
崎
市
な
ど
で
は
現
在
も
奨
励
さ
れ
て
お
り
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（〓
●
ミ
■
■
■
●
ｆ
Ｓ
″
８
●
¨
ｃ
日
日
む
、）
で
は
、

「新
生
活
運
動
の
推
進
」
と
い
う
欄
を
設
け
て
、
病
気
見
舞
い
、
出
産

・
新
築
祝
い
な
ど
い
ず
れ
も

「
一
〇
〇
〇
円
」
と
の
呼
び
か
け
と
と
も
に
、
香

典
に
つ
い
て
も

「香
典
は
、　
一
〇
〇
〇
円
に
し
ま
し
ょ
う
」
な
ど
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
埼
玉
県
人
間
市
で
も
、
「新
生
活
運
動
の
趣
旨
に
賛

同
し
て
い
る
」
こ
と
を
封
筒
に
明
記
す
る
事
で
、
香
典
返
し
を
受
け
取
ら
ず
、
代
わ
り
に
小
額
の
香
典
で
も
参
列
で
き
る
よ
う
、
普
及
・推
進
を
図
っ
　
５５
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て
い
る
。
（〓
６
ヽ
＞
ミ
だ
Ｏ
ｆ

〓̈
ヨ

，
８
ξ
日
２
一
、）
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
何
れ
も
戦
後
の
新
生
活
運
動
が
現
代
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
実
例
と
　
５６

言
え
よ
う
。
だ
が
、
市
民
が
こ
れ
ら
の
運
動
を
ど
れ
ほ
ど
実
践
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
現
状
、
定
か
で
は
な
い
。

（８
）
稲
田
務

・
太
田
典
礼

『葬
式
無
用
論
」
（
一
九
六
八
、
葬
式
を
改
革
す
る
会
）
四
頁
。

（９
）
前
掲
書
、
五
頁
。

（
１０
）
稲
田
に
よ
る
と
、
唯
上

の
批
判
的
な
意
見
は
僧
侶
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

（
Ｈ
）
太
田
典
礼

（
一
九
〇
〇
―

一
九
八
五
）
は
九
州
帝
国
大
学
医
学
部
を
経
て
産
婦
人
科
医
と
な
り
、
衆
議
院
議
員
も

一
期
務
め
た
。
太
田
は

「安
楽
死
」

を
提
唱
し
、
「安
楽
死
協
会
」
を
発
足
さ
せ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

（
１２
）
例
え
ば
、
大
田
典
礼
は

「（学
校
の
入
学
式
や
卒
業
式
が
葬
儀
の
よ
う
に
仰
々
し
い
も
の
で
な
い
こ
と
を
受
け
て
）
式
が
い
け
な
い
と
は
い
え
な
い
だ

ろ
う
。
で
も
、
葬
式
、
告
別
式
の
式
は
既
成
概
念
に
結
び
つ
く
か
ら
、
私
は
あ
え
て
葬
式
無
用
と
し
た
い
。
（中
略
）
私
自
身
は
も
ち
ろ
ん
葬
式
な
ん

て
、
あ
ら
た
ま
っ
て
し
て
ほ
し
く
な
い
。
そ
れ
で
も
葬
式
を
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
す
る
な
と
遺
言
は
し
て
あ
る
が
、
何
と
か
そ
れ
を
き
け

る
方
法
は
な
い
も
の
か
と
頭
を
ひ
ね
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
「葬
式
無
用
派
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
他
、
田
口
二
州
な
ど

も
同
様
の
立
場
と
言
え
よ
う
。
（稲
田
務

・
太
田
典
礼

『葬
式
無
用
論
』
（
一
九
六
八
、
葬
式
を
改
革
す
る
会
）
五
六
頁
、　
一
〇
三
頁
）

（
１３
）
例
え
ば
、
金
原

一
郎

（医
学
書
院
社
長
）
は
、
「葬
儀
を
簡
素
化
し
た
い
と
誰
で
も
思
っ
て
い
る
。
思
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
は
よ
っ
ぽ
ど
非
民

主
的
人
間
か
或
い
は
愚
者
で
あ
る

（中
略
）
私
は
私
の
葬
儀
を
密
葬
す
る
よ
う
遺
言
し
、
そ
の
遺
り
方
な
ど
予
て
か
ら
発
表
し
て
い
る
。
（前
掲
書
、

四
一
貢
）
ま
た
、
東
舜
英

（代
議
士
）
も
同
様
に
、
「線
香
の
一
本
を
捧
げ
て
や
り
た
い
気
持
ち
に
も
な
る
こ
と
は
、
人
情
と
し
て
誰
で
も
皆
同
じ
で

は
あ
る
ま
い
か
。
こ
う
し
た
死
者
に
対
す
る
純
真
な
感
情
が
そ
の
ま
ま
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
葬
式
の
在
り
方
を
、
こ
の
辺
で
改
め
て
検
討
し
て
み
る

こ
と
も
決
し
て
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
（前
掲
書
、
三
六
頁
）

（
１４
）
稲
田
務

・
太
田
典
礼

『葬
式
無
用
論
』
（
一
九
六
八
、
葬
式
を
改
革
す
る
会
）
五
三
頁
。

（
１５
）
嶋
根
克
己

「近
代
化
と
葬
儀
の
変
化
」
（『死
の
社
会
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

一
）

（
１６
）
稲
田
務

・
太
田
典
礼

『葬
式
無
用
論
』
（
一
九
六
八
、
葬
式
を
改
革
す
る
会
）

一
八
頁
。

（
１７
）
前
掲
書
、　
一
八
頁
。

（
１８
）
渡
辺
照
宏
は
、
仏
教
と
葬
儀
の
関
係
に
つ
い
て
、
「本
来
の
仏
教
思
想
と
は
な
ん
の
関
わ
り
も
な
い
ら
し
い
の
で
す
。
仏
陀
は
弟
子
に
向
っ
て
、
遺

骸
の
供
養
に
つ
い
て
は
心
を
わ
ず
ら
は
さ
ず
、
ど
う
か
真
理
の
た
め
に
た
ゆ
ま
ず
努
力
し
て
く
れ
と
云
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
見
て
も
、
仏
陀
の
教

団
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
死
者
儀
礼
は
世
俗
的
な
仕
事
に
す
ぎ
ず
、
出
家
の
関
与
す
べ
き
問
題
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（『仏
教
』

一
九
五
六
、
岩
波
新
書
）
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（１９
）
『涅
槃
経
』
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前
田
恵
学
や
永
丼
政
之
な
ど
も
“里
●
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
間
接
的
に
、
渡
辺
へ
の
反
論
と
な
り
え
る
だ

ろ
う
。
（前
田
忠
学

「死
に
対
す
る
儀
礼
の
問
題
」
（『東
海
仏
教
』

一
七
、　
一
九
四
二
）
（永
丼
政
之

「中
国
仏
教
成
立
の

一
側
面
―
中
国
禅
宗
に
お

け
る
葬
送
儀
礼
の
成
立
と
展
開
―
」
（『駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
二
六
、　
一
九
九
五
））
し
か
し
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら

な
い
。

（２０
）
稲
田
務

・
太
田
典
礼

『葬
式
無
用
論
」
（
一
九
六
八
、
葬
式
を
改
革
す
る
会
）
三
二
、
三
六
頁
。

（２１
）
前
掲
書
、
三
六
頁
。

（２２
）
高
度
経
済
成
長
と
葬
祭
業
の
展
開
に
よ
る
葬
儀
の
拡
大
化
の
問
題
に
関
し
て
は
、
嶋
根
克
己

・
玉
川
貴
子
の
論
文

「戦
後
日
本
に
お
け
る
葬
儀
と
葬

祭
業
の
展
開
」
（『専
修
人
間
科
学
論
集
』

一
（二
）、
二
〇

一
一
、
専
修
大
学
人
間
科
学
学
会
）
に
詳
し
い
。

（２３
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
論

「葬
儀
批
判
と
そ
れ
に
対
す
る
反
駁
」
（浄
土
真
ら不
不
願
寺
派
総
合
研
究
所
編

『現
代
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
―
葬
儀
の
向

こ
う
に
あ
る
も
の
１
」
二
〇

一
二
、
本
願
寺
出
版
社
）
に
掲
載
。

（２４
）
島
田
裕
巳

『葬
式
は
、
要
ら
な
い
』
（二
〇

一
〇
、
幻
冬
舎
）

一
五
頁
。

（２５
）
昨
今
、
大
手
ス
ー
パ
ー
の
イ
オ
ン
が
葬
儀
業
界
に
参
入
し
、
布
施
の
価
格
を
明
示
し
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
議
論
が
沸
き
起
こ
っ
た
こ
と
は
記
憶
に

新
し
い
。
布
施
の
額
を

一
律
化
さ
せ
て
開
示
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
こ
る
こ
と
自
体
、
布
施
に
対
し
て
島
日
の
み
な
ら
ず
、　
一
般
の
人
々
も
不
信

感
を
抱
い
て
い
る
証
左
と
み
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。

（２６
）
橋
爪
大
三
郎

・
島
田
裕
巳

「カ
ネ
を
か
け
た
葬
式
は
本
来
の
姿
で
は
な
い
対
談

（特
集

平
成

「お
葬
式
」
入
門
）」
（『中
央
公
論
』

一
二
五

（五
）、

二
〇

一
〇
）
三

一
頁
。

（２７
）
近
年
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
つ
い
て
積
極
的
に
模
索
し
て
い
る
の
は
葬
儀
社
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
に

「葬
儀
」
。「グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
で
資
料
検
索
し
て
み
る
と
、
上
位
に
表
示
さ
れ
る
の
は
宗
教
関
連
の
も
で
は
な
く
、
葬
儀
社
が
関
わ
っ
た
内
容
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
葬
儀
社
が
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
自
体
、
宗
教
者
が
人
々
の
悲
し
み
に
寄
り
添
う
こ
と
が
出
来
て
い
な
い

こ
と
の
証
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

（２８
）
橋
爪
大
三
郎

・
島
田
裕
巳

「カ
ネ
を
か
け
た
葬
式
は
本
来
の
姿
で
は
な
い

対
談

（特
集

平
成

「お
葬
式
」
入
門
）」
（『中
央
公
論
』

一
二
五

（五
）、

二
〇

一
〇
）
二
九
頁
。

（２９
）
そ
も
そ
も
仏
典
に
戒
名
に
関
す
る
記
載
が
な
く
、
日
本
独
自
の
も
の
だ
と
批
判
し
、
歴
史
的
根
拠
を
欠
い
た
仏
教
式
葬
儀
の
副
産
物
と
し
て
の

「戒
名
」

か
ら
、
日
本
の
仏
教
教
団
は
手
を
引
く
べ
き
で
あ
る
と
、島
田
は
論
じ
て
い
る
。
（島
田
裕
巳

『葬
式
は
、
要
ら
な
い
」
（二
〇

一
〇
、幻
冬
舎
）
九
二
頁
）

「
こ
の
よ
う
に
、
葬
儀
に
出
家
者
は
携
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
仏
教
誕
生
以
来
の
大
原
則
に
、
日
本
の
仏
教
界
は
立
ち
返
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
　
５７
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批
判
は
根
強
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５８

（３０
）
小
谷
み
ど
り

「大
震
災
を
き
っ
か
け
に
見
直
さ
れ
る

「葬
式
不
要
論
」」
（「週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
二
〇

一
一
年
九
月
二
十
日
号
）

一
八
頁
。

（３１
）
こ
の
よ
う
に
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
葬
儀
不
要
論
が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
意
見
は
他
に
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
太
田
宏
人
は

「震

災
前
、
「葬
式
不
要
論
」
が
ま
か
り
通
っ
て
い
た
。
い
ま
や
被
災
地
か
ら
そ
の
よ
う
な
声
は
消
し
飛
ん
だ
よ
う
だ
。
平
時
の
戯
言
で
し
か
な
い
こ
と
を
、

震
災
が
教
え
て
く
れ
た

（中
略
）
死
者
へ
の
祈
り
が
、
生
者
の
明
日
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
確
信
し
た
。
葬
送
の
現
場
に
立
ち
会

う
者
は
、
葬
儀
不
要
論
は

「死
に
ゆ
く
自
分
」
の
こ
と
だ
け
を
考
え
た
極
論
で
あ
る
と
知
ち
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（「週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」

二
〇

一
一
年
九
月
二
十
日
号
）
二
二
頁
。

（３２
）
「読
売
新
聞
」
（二
〇

一
二
年
四
月
四
日
号
）
参
照
。

（３３
）
稲
田
務

・
太
田
典
礼

『葬
式
無
用
論
」
（
一
九
六
八
、
葬
式
を
改
革
す
る
会
）
八

一
頁
。


	00『浄土真宗総合研究』8号（2013）.pdfから挿入したしおり
	中表紙
	巻頭言
	目次
	佐々木惠精「欧米における浄土真宗の葬儀事情-葬儀の意義を求めて-」
	満井秀城「浄土真宗としての「葬儀」の意味」
	菊川一道「「葬儀不要論」の研究-戦後から近年までの変遷をめぐって-」
	菊城淳真「仏教の視点から、浄土真宗の葬送、中陰を考える」
	丘山新「【報告】なぜ今、葬儀研究プロジェクトなのか？」
	内藤知康「善譲師の行信論（三）-『行巻両一念猶存録』の検討（三）』-」
	佐々木勇「親鸞の欠筆-親鸞が影響を受けた文献群-」
	金沢豊・安部智海「【報告】浄土真宗本願寺派総合研究所における東日本大震災復興支援活動」
	堀祐彰「『大無量寿経』の諸本について」
	岡崎秀麿「親鸞聖人における実践-弘願助正説を中心として-」
	研究生報告論文要旨
	編集後記
	総合研究所規程（抄出）
	執筆者一瀾
	奥付
	英文コンテンツ


