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多
死
社
会
の
葬
儀
事
情

加

　藤

　彰

　晃

　

昨
年
、
二
〇
一
七
年
（
平
成
二
九
）
の
日
本
に
お
け
る
死
亡
者
の
数
は
約
一
三
四
万
人
で
、
戦
後
最
多
を
更
新
し
た
。
五
〇
年
前
の
一

九
六
七
年
（
昭
和
四
二
）
の
死
亡
数
は
約
六
七
万
五
千
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
年
間
死
亡
数
は
五
〇
年
間
で
倍
増
し
た
こ
と
に
な
る
（
総
人

口
は
、
一
九
六
七
年
・
一
億
七
五
九
万
五
千
人
、
二
〇
一
七
年
・
一
億
二
六
六
九
万
人
）。
現
在
の
日
本
は
四
人
に
一
人
が
高
齢
者
と
い

う
「
超
高
齢
社
会
」
で
あ
り
、
少
子
化
も
止
ま
ら
ず
、
人
口
減
少
問
題
へ
の
対
応
が
国
を
挙
げ
て
の
急
務
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
「
多
死
社
会
」
と
い
う
概
念
に
標
準
的
な
定
義
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
二
〇
二
四
年
に
は
団
塊
世
代
が
七
五
歳
以
上
と
な
り
、
日
本

の
高
齢
化
は
ま
す
ま
す
進
み
、
そ
れ
に
と
も
な
い
死
亡
数
も
増
加
、
二
一
年
後
の
二
〇
三
九
年
に
は
死
亡
数
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
年
間
一

六
七
万
人
も
の
人
が
亡
く
な
る
と
予
測
さ
れ
（
厚
生
労
働
省
「
人
口
動
態
統
計
の
年
間
推
計
」、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所

「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
」）、
現
状
よ
り
死
亡
数
は
さ
ら
に
二
五
％
増
加
す
る
。
す
で
に
地
域
に
よ
っ
て
は
、
火
葬
場
の
不
足
が
深
刻
な

問
題
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
死
後
一
週
間
か
ら
一
〇
日
経
っ
て
も
火
葬
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
死
亡
数
が
倍
増
し
、
人
口
が
減

少
に
転
じ
た
現
在
、
日
本
は
す
で
に
多
死
社
会
を
迎
え
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
死
社
会
と
な
っ
た
今
、
葬
儀
と
そ
れ
を
と
り
ま
く

環
境
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　

一
九
九
六
年
か
ら
葬
祭
業
界
を
中
心
と
し
た
展
示
会
「
フ
ュ
ー
ネ
ラ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
フ
ェ
ア
」
が
毎
年
開
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
は
別
に

二
〇
一
五
年
か
ら
は
葬
祭
業
・
石
材
業
・
霊
園
管
理
者
が
集
ま
る
商
談
・
情
報
交
換
の
た
め
の
専
門
展
示
会
「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
産
業
展
」

が
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
で
開
催
さ
れ
、
四
回
目
と
な
る
今
年
は
八
月
二
二
日
か
ら
二
四
日
の
三
日
間
で
、
約
二
万
五
千
人
の
来
場
者
が
あ
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っ
た
。
出
展
し
て
い
る
業
者
・
団
体
を
見
る
と
、
既
存
の
葬
祭
業
者
・
石
材
業
者
ば
か
り
で
な
く
、
仏
教
教
団
等
の
宗
教
者
、
自
治
体
の

関
係
者
な
ど
も
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
期
間
中
に
開
か
れ
て
い
る
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
に
参
加
し
て
み
る
と
、
仏
壇
・
仏
具
の
販
売
業
者
が
霊

園
な
ど
の
経
営
に
乗
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
様
々
な
業
者
が
、
多
死
社
会
の
到
来
を
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
と
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
の
事
業
だ
け
で
は
経
営
が
厳
し
く
先
行
き
も
不
透
明
で
、
新
規
事
業
を
模
索
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え

た
。

　

多
く
の
僧
侶
・
寺
院
の
生
計
は
布
施
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
布
施
は
葬
儀
ま
た
は
年
忌
法
要
、
お
盆
の
棚
経
な
ど
を
勤
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
現
金
で
あ
る
。
私
た
ち
僧
侶
そ
し
て
寺
院
も
社
会
に
属
し
て
い
る
以
上
、
経
済
活
動
と
切
り
離
さ
れ
た
存
在

で
は
あ
り
得
な
い
。
宗
教
活
動
に
付
属
し
て
経
済
活
動
を
行
う
と
い
う
の
が
、
僧
侶
・
寺
院
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
に

僧
侶
・
寺
院
の
経
済
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
今
、
僧
侶
・
寺
院
も
経
済
優
先
の

社
会
に
押
し
流
さ
れ
、
飲
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
現
実
の
一
端
を
見
て
い
こ
う
。

　

二
〇
一
五
年
に
ネ
ッ
ト
通
販
大
手
の
ア
マ
ゾ
ン
が
、
僧
侶
手
配
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
を
開
始
し
て
話
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
株
式
会
社

み
ん
れ
び
」（
現
在
は
社
名
を
「
よ
り
そ
う
」
に
変
更
）
が
「
お
坊
さ
ん
便
」
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
二
〇
一
三
年
か
ら
行
っ
て
お
り
、
そ

れ
を
ア
マ
ゾ
ン
に
も
出
品
し
て
委
託
販
売
を
始
め
た
も
の
で
あ
る
。「
お
坊
さ
ん
便
」
と
は
、
定
額
の
お
布
施
で
、
僧
侶
を
手
配
・
派
遣

す
る
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。

　
「
お
坊
さ
ん
便
」
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
一
般
的
な
法
事
の
お
布
施
は
一
律
「
三
万
五
千
円
」（
二
回
目
以
降
「
四

万
五
千
円
」）
で
、
こ
こ
に
読
経
・
法
話
・
心
づ
け
・
お
車
代
・
お
膳
料
等
が
含
ま
れ
、
法
事
を
依
頼
す
る
施
主
は
こ
れ
以
外
の
費
用
は

か
か
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
葬
儀
の
場
合
の
お
布
施
は
、
火
葬
式
の
み
な
ら
ば
「
三
万
五
千
円
」、
一
日
葬
な
ら
ば
「
六
万
五
千
円
」、
二
日

間
の
通
夜
・
葬
儀
な
ら
ば
「
一
四
万
円
」
の
お
布
施
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
俗
名
の
ま
ま
で
行
っ
た
場
合
の
金
額
で
、
法
号
を
授
け
た

場
合
は
院
号
の
な
い
信
士
で
「
二
万
円
」、
院
信
士
「
六
万
円
」、
院
日
信
士
「
一
六
万
円
」、
院
日
居
士
「
二
〇
万
円
」
が
、
上
記
の
金
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額
に
加
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
院
号
の
な
い
法
号
を
付
け
て
通
夜
・
葬
儀
を
営
ん
だ
場
合
は
、「
一
六
万
円
」
の
お
布
施
を
施
主
は
僧
侶
に

対
し
て
支
払
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
よ
り
そ
う
」
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
見
る
と
、
提
携
し
て
い
る
僧
侶
は
千
人
を
超
え
た
と
あ
る
。
こ
の
他
に
も
僧
侶
派
遣
を
行
う
業
者

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
だ
け
で
も
多
数
存
在
す
る
。「
よ
り
そ
う
」
な
ど
の
僧
侶
派
遣
業
者
の
年
間
取
扱
件
数
は
不
明
だ
が
、

僧
侶
な
ら
び
に
施
主
と
な
る
一
般
の
人
々
、
双
方
か
ら
相
当
数
の
需
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
な
ぜ
僧
侶
は
、
こ
う
し
た
派
遣
業
者
と
提
携
し
、
檀
家
以
外
の
葬
儀
・
法
事
を
営
む
の
だ
ろ
う
か
。

　

寺
院
経
営
の
基
盤
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
墓
地
・
霊
園
は
、
以
前
よ
り
石
材
業
者
や
地
方
自
治
体
の
運
営
す
る
も
の
が
一
般
消
費
者

に
好
ま
れ
、
寺
院
墓
地
は
継
承
者
の
不
足
も
あ
っ
て
「
墓
離
れ
」
が
進
ん
で
い
る
。
納
骨
堂
や
永
代
供
養
墓
を
作
っ
て
、
新
た
な
事
業
展

開
を
見
せ
て
い
る
寺
院
も
あ
る
が
、
う
ま
く
い
っ
て
い
る
寺
院
ば
か
り
で
は
な
く
、
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
。
エ

ン
デ
ィ
ン
グ
産
業
展
な
ど
で
も
見
受
け
ら
れ
た
が
、
散
骨
や
手
元
供
養
と
い
っ
た
も
の
が
注
目
を
集
め
、
墓
地
を
持
た
な
い
と
い
う
選
択

を
す
る
人
も
増
え
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

　

檀
家
の
減
少
、
ま
た
は
実
際
に
は
ま
だ
檀
家
が
減
っ
て
い
な
く
と
も
将
来
的
な
不
安
を
覚
え
、
葬
祭
業
者
や
派
遣
・
仲
介
業
者
か
ら
の

依
頼
を
受
け
て
、
檀
家
以
外
の
葬
儀
・
法
事
を
営
む
僧
侶
が
、
都
市
部
を
中
心
に
増
加
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
都
市
部
に
は
菩
提

寺
を
持
た
な
い
人
や
、
す
で
に
菩
提
寺
と
い
う
観
念
す
ら
な
い
人
が
多
く
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
に
仏
教
を
弘
め
る
好
機
と
捉
え

て
、
檀
家
以
外
か
ら
の
葬
儀
・
法
事
の
依
頼
を
受
け
る
僧
侶
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
実
は
経
済
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
が
大
半
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

現
代
の
葬
儀
は
、
宗
教
者
で
あ
る
僧
侶
が
主
導
的
立
場
を
有
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
代
わ
っ
て
事
業
者
つ
ま
り
葬
祭
業
者
や
仲
介

業
者
・
派
遣
業
者
が
主
導
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
葬
儀
が
、
宗
教
的
な
行
為
で
は
な
く
な
り
、
ビ

ジ
ネ
ス
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
事
業
者
が
重
き
を
置
く
の
は
、
ま
ず
喪
主
・
施
主
で
あ
る
。
そ
れ
は
喪
主
・
施
主
が
、
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金
銭
を
支
払
っ
て
く
れ
る
顧
客
で
あ
る
か
ら
だ
。
葬
祭
業
者
は
表
向
き
僧
侶
に
は
気
を
遣
う
素
振
り
を
見
せ
る
が
、
実
際
に
は
あ
ま
り
僧

侶
を
重
要
視
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
見
て
い
く
と
葬
祭
業
者
は
、
喪
主
・
施
主
を
も
最
優
先
に
し
て
い
な
い
。
何
を
最
優
先
し

て
い
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
経
済
性
・
合
理
性
で
あ
る
。

　

以
前
、
首
都
圏
で
は
葬
儀
を
終
え
た
後
に
火
葬
場
に
行
き
、
火
葬
を
し
て
収
骨
、
そ
の
後
に
自
宅
ま
た
は
式
場
に
戻
っ
て
初
七
日
を
営

む
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
し
か
し
今
は
葬
儀
に
引
き
続
き
初
七
日
を
営
む
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
戻
っ
て
か
ら
初
七
日
を
営
む

よ
り
、
葬
儀
に
続
け
て
初
七
日
を
営
ん
だ
方
が
人
件
費
な
ど
の
費
用
を
抑
え
ら
れ
る
た
め
だ
。
今
の
遺
族
は
、
初
七
日
を
ど
の
時
点
で
営

む
の
か
と
い
う
経
験
・
知
識
も
な
い
の
で
、
葬
祭
業
者
か
ら
「
葬
儀
に
続
け
て
初
七
日
を
営
み
ま
す
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
う
い
う
も
の

か
と
問
題
意
識
も
な
く
受
け
入
れ
る
。
僧
侶
に
と
っ
て
も
、
時
間
短
縮
と
な
る
こ
と
な
の
で
、
あ
ま
り
抵
抗
せ
ず
に
受
け
入
れ
る
こ
と
と

な
る
。
ま
た
葬
祭
業
者
や
派
遣
・
仲
介
業
者
か
ら
の
依
頼
に
よ
る
葬
儀
の
場
合
は
、
よ
り
顕
著
に
葬
祭
業
者
の
意
向
に
添
っ
た
葬
儀
を
営

ま
ざ
る
を
得
な
い
。
葬
祭
業
者
や
派
遣
・
仲
介
業
者
は
、
僧
侶
に
と
っ
て
仕
事
を
く
れ
る
大
事
な
依
頼
主
だ
か
ら
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
、
葬
祭
業
者
・
派
遣
業
者
と
僧
侶
の
関
係
は
、
葬
祭
業
者
・
派
遣
業
者
が
主
で
、
僧
侶
が
従
の
関
係
と
な
る
場

面
が
多
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
ば
か
り
が
理
由
で
は
な
い
が
、
葬
儀
に
お
い
て
経
済
性
や
合
理
性
が
優
先
さ
れ
、
宗
教
性
が
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
。
葬
儀
が
死
者
の
霊
の
教
導
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
な
り
、
生
き
残
っ
て
い
る
者
の
都
合
、
そ
れ
も
経
済
的
な
都
合
の
み
が
優
先
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
僧
侶
自
身
が
葬
儀
に
際
し
て
、
死
者
の
霊
を
導
く
も
の
だ
と
い
う
認
識

が
ど
こ
ま
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
日
蓮
宗
に
お
い
て
は
信
行
道
場
そ
の
他
で
、
葬
儀
の
勤
め
方
に
つ
い
て
の
教
育
を
ほ
と
ん
ど

行
っ
て
い
な
い
。
い
わ
ん
や
葬
儀
の
意
義
や
、
勤
め
る
に
あ
た
っ
て
の
心
構
え
も
教
義
的
裏
付
け
も
教
わ
ら
ず
に
、
僧
侶
は
葬
儀
を
勤
め

て
い
る
。
葬
祭
業
者
ば
か
り
に
経
済
性
を
優
先
さ
せ
て
い
る
こ
と
の
責
任
を
押
し
つ
け
て
い
る
場
合
で
は
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
ま
す

ま
す
葬
祭
業
者
等
に
主
導
権
を
握
ら
れ
、
い
よ
い
よ
経
済
を
優
先
す
る
こ
と
が
進
行
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
浄
土
真
宗
・
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
の
取
り
組
み
を
参
照
し
て
み
た
い
。
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東
京
都
練
馬
区
に
「
真
宗
会
館
」
と
い
う
真
宗
大
谷
派
の
施
設
が
あ
る
。
こ
こ
は
真
宗
大
谷
派
の
首
都
圏
の
拠
点
で
あ
り
、
葬
儀
・
法

事
や
日
曜
礼
拝
、
仏
教
講
座
、
結
婚
式
な
ど
も
行
っ
て
い
る
施
設
で
、「
い
つ
で
も
、
だ
れ
で
も
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
聞
く
こ
と
の
で

き
る
開
か
れ
た
場
」
と
い
う
こ
と
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。「
真
宗
会
館
」
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
見
る
と
、
葬
儀
の
受
付
を

す
る
二
四
時
間
連
絡
可
能
な
電
話
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
地
方
か
ら
首
都
圏
に
移
っ
て
き
た
檀
家
の
葬
儀
・
法
事
を
、
郷
里
の
菩
提

寺
に
代
わ
っ
て
勤
め
る
「
仏
事
代
行
」、
ま
た
菩
提
寺
を
持
た
な
い
一
般
の
方
の
葬
儀
な
ど
も
受
け
付
け
て
い
る
。

　

以
前
あ
る
地
方
に
行
っ
た
際
、
地
元
の
僧
侶
の
方
に
「
東
京
の
坊
さ
ん
に
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
檀
家
の
葬
儀
を
勝
手
に
や
ら
れ
て
し
ま

っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
不
満
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
先
に
も
示
し
た
通
り
、
葬
祭
業
者
・
仲
介
派
遣
業
者
な
ど
の
依
頼
に
よ
る
葬

儀
を
勤
め
る
僧
侶
が
多
く
な
っ
た
。
丁
寧
な
葬
祭
業
者
や
僧
侶
な
ら
ば
、
葬
儀
の
喪
主
に
菩
提
寺
の
有
無
を
確
認
す
る
が
、
そ
れ
を
し
な

い
業
者
・
僧
侶
も
い
る
。
業
者
は
紹
介
し
た
僧
侶
に
葬
儀
を
勤
め
て
も
ら
え
ば
バ
ッ
ク
マ
ー
ジ
ン
が
入
る
。
僧
侶
も
布
施
が
入
る
た
め
、

あ
え
て
菩
提
寺
の
有
無
を
確
認
し
な
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
確
認
し
て
も
喪
主
が
事
情
に
よ
り
菩
提
寺
は
無
い
と
答
え
る
場
合
も
あ

る
だ
ろ
う
。
ま
た
菩
提
寺
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
喪
主
も
い
る
。
そ
も
そ
も
菩
提
寺
と
檀
家
と
い
う
関
係
性
に
、
明
確
な
取
り
決
め
が

あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
と
な
れ
ば
転
居
し
た
檀
家
の
葬
儀
を
、
転
居
先
の
僧
侶
が
勝
手
に
勤
め
て
し
ま
う
こ
と
も
い
た
し
か
た
な
い
面
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
に
は
、
真
宗
会
館
が
行
っ
て
い
る
「
仏
事
代
行
」
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
を
本
宗
も
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
は
各
寺
院
に
き
ち
ん
と
し
た
檀
信
徒
名
簿
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
宗
務
院
は
そ
れ
を
一
元
的
に
管
理
す
る
よ
う
な
体

制
を
取
る
こ
と
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
ま
ま
で
は
地
方
寺
院
の
檀
信
徒
の
流
出
は
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
ば
か
り
か
現

状
で
は
都
市
部
の
寺
院
が
そ
れ
ら
流
出
し
た
檀
信
徒
の
受
け
入
れ
先
に
な
る
こ
と
も
少
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
日
蓮
宗
全
体
と
し
て
檀

信
徒
が
減
少
し
て
い
く
一
方
に
な
る
。

　

日
蓮
宗
で
は
国
内
開
教
師
を
任
命
し
助
成
金
を
拠
出
し
て
、
首
都
圏
に
布
教
拠
点
を
設
け
る
制
度
を
実
施
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
現
在
、

二
カ
所
の
布
教
拠
点
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
布
教
拠
点
に
お
け
る
信
徒
の
拡
充
を
図
る
手
段
で
あ
る
が
、
や
は
り
業
者
か
ら
の
依
頼
に
よ

03　加藤.indd   26 2019/05/24   7:24



27 多死社会の葬儀事情（加藤）

る
葬
儀
・
法
事
を
勤
め
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
現
状
に
お
い
て
こ
の
方
法
を
選
択
肢
の
一
つ
と
す

る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
布
教
拠
点
の
運
営
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
国
内
開
教
師
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
。
業
者
か
ら
の
葬
儀
・
法
事
の
依
頼
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
未
信
徒
と
の
繋
が
り
を
持
て
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
同

時
に
生
活
の
糧
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
と
な
れ
ば
ど
う
し
て
も
業
者
か
ら
の
依
頼
が
、
他
の
事
柄
よ
り
も
優
先
順
位
の
上
位
に

く
る
こ
と
に
な
る
。
葬
儀
・
法
事
で
忙
し
く
な
れ
ば
、
せ
っ
か
く
縁
の
で
き
た
未
信
徒
の
教
化
・
教
育
に
割
く
時
間
も
あ
ま
り
取
れ
な
く

な
る
。
ま
た
業
者
か
ら
の
依
頼
を
断
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
開
教
師
の
知
人
・
友
人
で
あ
る
本
宗
教
師
に
葬
儀
・
法
事
を
勤
め
て
も

ら
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
個
人
的
な
つ
て
を
頼
り
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
先
に
も
述
べ
た
が
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
地
方
寺
院
の
檀
信
徒
を
奪
い
取
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
こ
の
ま
ま
国
内
開
教
師
一
人
の
力
に
多
く

を
委
ね
る
現
行
の
制
度
で
は
、
早
晩
限
界
が
お
と
ず
れ
、
本
来
の
開
教
・
未
信
徒
教
化
と
い
う
こ
と
に
は
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
の
で
は

な
い
か
と
危
惧
す
る
。

　

こ
こ
数
年
、
死
亡
数
は
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
通
り
だ
が
、
葬
祭
業
の
売
上
高
を
見
る
と
こ
こ
数
年
横
ば
い
と
な
っ

て
い
る
。
取
扱
件
数
も
横
ば
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
葬
儀
一
件
あ
た
り
の
単
価
が
安
く
な
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
葬
儀
そ
の

も
の
を
行
わ
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
背
景
と
し
て
は
、
経
済
性
が
最
優
先
さ
れ
損
か
得
か
と
い
う
こ
と
の
み
が

判
断
基
準
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
宗
教
心
が
薄
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
死
者
に
対
し
て
供
養
す
る
と
い
う
気
持
ち
が
な
く
な
っ
て
き

た
こ
と
な
ど
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ビ
ジ
ネ
ス
化
が
進
み
、
経
済
性
が
優
先
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
葬
儀
を
行
わ
な
く
な
っ
て
き
た
の
だ
。

今
後
さ
ら
に
死
亡
数
は
増
加
す
る
が
、
一
方
で
日
蓮
宗
の
僧
侶
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
時
代
へ
の
対
応
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
る
だ

ろ
う
。
葬
儀
も
行
わ
れ
な
く
な
り
、
単
な
る
遺
体
の
処
理
作
業
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

葬
儀
が
ビ
ジ
ネ
ス
化
し
、
宗
教
性
が
喪
失
し
た
こ
と
の
責
任
は
私
た
ち
僧
侶
に
も
あ
る
。
葬
儀
の
際
な
ど
に
檀
信
徒
か
ら
「
死
後
は
ど

う
な
る
の
で
す
か
」
と
問
わ
れ
た
時
、
日
蓮
宗
僧
侶
の
中
の
は
た
し
て
幾
人
が
明
確
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
生
ま
れ
る
前
の
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こ
と
、
そ
し
て
死
ん
だ
後
の
こ
と
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
が
宗
教
者
で
あ
る
僧
侶
の
大
き
な
役
目
で
あ
る
は
ず
だ
。
単
に
セ
レ
モ
ニ
ー
を
勤

め
る
だ
け
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
私
た
ち
僧
侶
こ
そ
、
大
い
に
反
省
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
ま
ま
何
の
統
制
も
な
く
、
個
々
の
僧
侶
が
葬
祭
業
者
や
派
遣
・
仲
介
業
者
か
ら
の
依
頼
に
よ
る
葬
儀
を
行
い
、
ま
た
葬
儀
の
ビ
ジ

ネ
ス
化
が
進
ん
だ
場
合
、

　

①　

僧
侶
・
寺
院
が
業
者
の
下
請
け
と
な
っ
て
し
ま
う

　

②　

布
施
の
意
義
の
消
失

　

③　

都
市
部
寺
院
は
し
ば
ら
く
の
間
は
潤
う
が
、
地
方
寺
院
は
枯
渇
し
て
い
く
（
地
方
に
還
元
で
き
な
い
）

　

④�　

日
蓮
宗
全
体
と
し
て
の
教
線
拡
張
に
な
ら
な
い
（
元
々
、
日
蓮
宗
で
あ
っ
た
人
ま
た
は
そ
の
親
族
の
葬
儀
を
や
る
に
過
ぎ
ず
、
本

質
的
な
開
教
と
は
な
ら
な
い
）

　

⑤　

檀
信
徒
の
減
少

な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
要
因
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

多
死
社
会
を
迎
え
、
葬
儀
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
経
済
的
利
益
の
追
求
が
最
優
先
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
教
的
に
見
れ
ば

欲
の
追
求
で
あ
る
。
僧
侶
も
社
会
生
活
を
営
む
以
上
、
経
済
活
動
か
ら
離
れ
て
は
存
在
し
得
な
い
が
、
利
益
追
求
の
波
に
飲
み
込
ま
れ
て

は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
日
蓮
宗
と
し
て
組
織
的
な
活
動
を
起
こ
し
、
対
抗
措
置
を
取
っ
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

①　

宗
門
僧
侶
に
対
し
、
死
や
死
後
に
つ
い
て
の
教
義
的
な
教
育
を
す
る

　

②　

現
状
、
野
放
し
状
態
に
あ
る
業
者
か
ら
の
葬
儀
請
負
に
対
し
て
、
組
織
的
な
統
制
を
考
え
る

　

③　

入
信
者
の
帰
正
式
を
宗
門
と
し
て
行
う

　

④　

教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
（
檀
信
徒
の
教
化
・
教
育
）
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⑤　

各
寺
院
の
檀
信
徒
を
把
握
し
名
簿
を
作
成
、
一
元
的
に
管
理
す
る

　

こ
れ
ら
を
推
進
し
、
機
能
す
る
組
織
を
作
っ
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

葬
儀
は
本
来
、
死
者
と
そ
の
遺
族
に
安
心
を
与
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
日
蓮
大
聖
人
は
『
木
絵
二
像
開
眼
之
事
』
で
「
法

華
を
悟
れ
る
智
者
、
死
骨
を
供
養
せ
ば
生
身
す
な
わ
ち
法
身
。
こ
れ
を
即
身
と
い
ふ
。
さ
り
ぬ
る
魂
を
取
り
返
し
て
死
骨
に
入
れ
て
、
か

の
魂
を
変
て
仏
意
と
成
す
。
成
仏
こ
れ
な
り
」
と
教
示
さ
れ
た
。

　

私
た
ち
は
今
一
度
こ
こ
で
葬
儀
の
問
題
を
見
つ
め
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
僧
侶
の
生
活
、
生
き
方
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、

僧
宝
た
る
日
蓮
宗
と
い
う
組
織
を
再
構
築
し
て
、
布
教
と
経
済
の
両
面
か
ら
強
靱
化
を
図
る
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
る
。
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