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死
別
の
悲
嘆
と
教
化
の
周
辺

藤

　塚

　義

　誠

は
じ
め
に

　

一
九
九
〇
年
上
智
大
学
で
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
デ
ー
ケ
ン
教
授
（
哲
学
）
が
主
宰
す
る
「
生
と
死
を
考
え
る
セ
ミ
ナ
ー 

─
配
偶
者
を
失

う
と
き
─
」
に
参
加
、
こ
れ
を
機
縁
に
地
元
総
合
病
院
の
医
師
と
「
伊
那
谷
生
と
死
を
考
え
る
会
」（
全
国
協
議
会
加
盟
）
設
立
の
発
起

人
に
名
を
連
ね
た
。
同
会
の
活
動
の
一
環
に
悲
嘆
支
援
（
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
）
が
あ
り
、
こ
の
問
題
に
関
心
を
抱
い
て
き
た
が
、
檀
信
徒
と

接
す
る
上
で
、
悲
嘆
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ
た
と
気
づ
か
さ
れ
た
。

　

近
年
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
講
座
は
各
宗
派
で
開
催
さ
れ
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
と
に
浄
土
真
宗
大
谷
派
は
教
師
資
格
の
取
得
過
程
で

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
修
を
必
須
化
す
る
。
目
的
は
葬
儀
や
法
事
な
ど
の
現
場
で
、
悲
嘆
を
抱
え
た
人
々
の
苦
し
み
に
対
応
す
る
力
を
養
う
こ

と
に
あ
り
、「『
お
経
を
読
む
だ
け
』
で
は
な
く
遺
族
に
真
摯
に
向
き
合
う
僧
侶
を
目
指
す
」
と
い
う
。（『
中
外
日
報
』
二
〇
一
九
．七
．三

一
）

　

ま
た
葬
儀
業
界
で
は
遺
族
支
援
と
し
て
「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
」
が
死
別
の
悲
嘆
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
来
僧
侶
が
行
な

う
べ
き
領
域
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
死
別
の
悲
嘆
と
は
何
か
を
、
ま
た
教
化
の
場
で
悲
し
み
を
見
守
り
寄
り
添
い
、
何
が
で
き
る
か
を
考

え
て
み
た
い
。
こ
れ
ま
で
に
学
び
得
た
事
柄
を
ま
と
め
て
み
た
も
の
で
あ
る
、
ご
批
判
を
頂
戴
し
た
い
。
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Ⅰ　

グ
リ
ー
フ
（
悲
嘆
）
と
は

　

グ
リ
ー
フ
と
は
人
が
愛
し
依
存
す
る
対
象
を
失
っ
て
生
ず
る
大
き
な
悲
し
み
、
や
り
き
れ
な
い
苦
し
み
、
な
げ
き
の
感
情
を
い
う
。
そ

の
悲
し
み
を
受
け
入
れ
新
し
い
生
き
方
に
気
づ
き
、
再
出
発
す
る
ま
で
に
必
要
な
作
業
を
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
（
喪
の
作
業
）
と
呼
ぶ
。
こ

の
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
を
す
す
め
る
た
め
に
周
囲
が
援
助
す
る
こ
と
を
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
（
悲
嘆
援
助
）
と
呼
ぶ
。

　

人
が
喪
失
の
体
験
（
対
象
喪
失
）
に
よ
っ
て
生
じ
る
悲
嘆
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
複
雑
な
心
理
的
、
身
体
的
、
社
会
的
反
応
を
示
し
、

対
人
関
係
や
そ
の
人
の
生
き
方
に
強
い
影
響
を
与
え
る
。
こ
れ
ら
は
ご
く
自
然
な
反
応
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
。
ま
た
死
別
の
悲
嘆
は
死

後
に
始
ま
る
と
は
限
ら
ず
、
余
命
告
知
で
悲
し
み
を
先
取
り
し
て
苦
し
む
こ
と
を
「
予
備
悲
嘆
」
と
い
う
。

　
「
親
を
亡
く
す
と
は
過
去
を
、
配
偶
者
を
失
う
こ
と
は
現
在
を
、
わ
が
子
を
失
う
こ
と
は
未
来
を
失
う
」
と
い
う
が
、
そ
の
人
の
存
在

が
消
え
失
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
共
に
人
生
を
歩
む
安
心
や
希
望
も
失
い
、
家
庭
内
の
力
関
係
ま
で
も
変
化
す
る
。
愛
す
る
者
を
な
く
し

た
悲
し
み
と
無
力
感
で
生
活
が
乱
れ
体
調
も
崩
す
。
さ
ら
に
自
己
放
任
（
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
）
と
な
り
、
人
間
関
係
を
断
絶
し
孤
独
死

に
至
る
ケ
ー
ス
さ
え
あ
る
。

　

耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
悲
し
み
は
、
そ
の
人
と
の
出
会
い
や
共
に
生
き
た
歳
月
が
素
晴
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
愛
は
喜
び
と
も
に
悲

し
み
を
内
在
し
て
い
る
。

Ⅱ　

悲
嘆
の
プ
ロ
セ
ス

　

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
一
般
論
は
通
じ
な
い
。
死
因
、
年
齢
、
性
別
、
性
格
、
死
者
と
の
関
係
な
ど
に
よ
り
悲
し
み
の
度
合
い
は
相
違
す
る
。

悲
嘆
の
内
容
は
研
究
者
、
臨
床
家
に
よ
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
一
例
を
次
に
掲
げ
る
。
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注
意
点
は
す
べ
て
の
人
が
必
ず
同
じ
段
階
を
た
ど
る
わ
け
で
は
な
い
。
重
複
、
飛
び
越
し
、
行
き
つ
戻
り
す
る
。
人
に
よ
り
悲

し
み
の
感
じ
方
、
表
し
方
も
様
々
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
く
。
う
つ
症
状
が
重
く
、
ま
た
長
引
く
と
き
は
か
か
り
つ
け
の
医
師
や

精
神
科
の
受
診
を
す
す
め
た
い
。

一
．
第
一
段
階
：
シ
ョ
ッ
ク

　
　

�　

シ
ョ
ッ
ク
。
無
感
覚
状
態
。
現
実
逃
避
。
混
乱
。
困
惑
。
こ
れ
ら
は
痛
手
を
受
け
た
防
御
本
能
。
こ
の
段
階
は
比
較
的
早
く
通
り

過
ぎ
る
。

二
．
第
二
段
階
：
喪
失
に
気
づ
く

　
　

�　
（
死
の
事
実
を
）
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
本
来
の
耐
え
難
い
悲
し
み
に
直
面
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
激
情
。
葛
藤
。

怒
り
。
虚
脱
感
。
孤
独
感
。
憂
う
つ
。
泣
く
こ
と
。
不
眠
。
食
欲
不
振
。
自
己
憐
び
ん
。
幻
視
。
幻
聴
な
ど
で
あ
る
。

　
　

�

こ
の
第
二
段
階
か
ら
次
の
第
三
段
階
は
比
較
的
長
く
続
き
、
人
に
よ
っ
て
は
一
年
、
二
年
に
及
ぶ
。。

　

①　

怒
り

　
　
　

�

死
別
後
の
早
い
時
期
に
悲
し
み
が
怒
り
の
形
で
表
出
し
、
攻
撃
的
に
な
り
イ
ラ
イ
ラ
す
る
。
日
頃
の
振
舞
い
や
人
柄
か
ら
は
、
想

像
で
き
な
い
言
動
と
し
て
目
に
う
つ
る
が
、
こ
れ
ら
は
正
常
な
反
応
で
あ
る
。

　
　
　
［
対
応
］　�

悲
嘆
の
表
わ
れ
と
し
て
憤
り
を
吐
出
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
。
正
面
き
っ
て
言
い
争
わ
な
い
。
そ
の
怒
り
は
当
然
と
し
て

冷
静
に
そ
の
気
持
を
受
け
止
め
る
。

　

②　

寂
し
さ
と
孤
独
感

　
　
　
［
対
応
］　�

独
り
に
さ
せ
な
い
配
慮
が
大
切
。
案
じ
、
見
守
る
人
が
い
る
安
心
感
を
与
え
、
孤
独
で
な
い
こ
と
の
保
障
を
す
る
。
あ

ま
り
干
渉
を
し
な
い
。
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③　

憂
う
つ　

虚
脱
感

　
　
　
［
対
応
］　�「
し
っ
か
り
し
て
」「
頑
張
れ
」
の
善
意
の
呼
び
か
け
が
、
辛
さ
を
増
幅
す
る
。
頑
張
れ
よ
り
も
見
捨
て
な
い
よ
と
い
う

態
度
と
引
き
上
げ
て
い
く
よ
う
な
気
持
ち
。
時
を
待
つ
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。

　

④　

罪
の
意
識

　
　
　

�

罪
責
感
か
ら
う
つ
状
態
に
な
る
ケ
ー
ス
は
完
全
癖
の
人
に
多
い
。
過
度
に
自
分
を
責
め
る
場
合
は
専
門
家
（
精
神
科
医
、
心
理
療

法
者
）
の
援
助
が
必
要
。

　
　
　
［
対
応
］�　

説
教
や
忠
告
は
避
け
罪
責
の
思
い
を
充
分
に
受
け
止
め
る
。

　

⑤　

泣
く
こ
と

　
　
　
［
対
応
］　�

泣
け
る
だ
け
泣
く
。
安
心
し
て
泣
け
る
場
所
や
時
間
を
与
え
る
。
涙
と
と
も
に
様
々
な
感
情
を
洗
い
流
す
こ
と
。
悲
し

み
を
完
全
燃
焼
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

⑥　

幻
視　

幻
聴

　
　
　

�

死
者
の
姿
を
見
、
そ
の
声
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
恐
れ
よ
り
親
し
み
を
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。

　
　
　
［
対
応
］�　

周
囲
は
む
や
み
に
否
定
し
な
い
。

　

�

第
二
段
階
で
は
、
感
情
の
起
伏
と
変
化
を
、
あ
る
が
ま
ま
表
現
す
る
こ
と
を
許
す
。
周
り
は
聞
き
役
に
な
る
。
周
囲
に
あ
ま
り
関
心
を

示
さ
ず
、
死
者
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
状
態
。

三
．
第
三
段
階
：
引
き
籠
り

　
　

�　

①
と
②
の
段
階
で
精
一
杯
に
闘
い
、
そ
の
限
界
や
ス
ト
レ
ス
か
ら
く
る
引
き
籠
り
の
状
態
。
心
労
の
た
め
体
力
が
低
下
。
人
に
会

う
こ
と
が
辛
い
時
期
。
冬
眠
状
態
に
よ
く
似
て
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
の
た
め
の
充
電
期
間
。
こ
の
時
期
は
回
想
と
意
味
づ
け
が
必
要
で
、

ゆ
た
か
な
思
い
出
は
内
側
か
ら
の
支
え
と
な
る
。
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［
対
応
］�　
「
引
き
籠
り
」
は
喪
の
作
業
に
必
要
な
一
つ
。
無
理
に
介
入
・
干
渉
し
な
い
で
見
守
っ
て
い
く
。
手
紙
を
書
い
た
り
、

思
い
出
を
綴
る
こ
と
は
気
持
ち
の
整
理
に
有
効
。
胸
の
内
を
聞
い
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
に
は
そ
の
受
け
皿
に
な
る
。
う

つ
は
後
ろ
向
き
の
姿
勢
を
続
け
て
い
る
と
解
消
し
な
い
、
態
度
の
変
容
を
促
す
こ
と
も
必
要
。
こ
の
時
期
は
重
大
な
決
断

を
さ
せ
な
い
。

四
．
第
四
段
階
：
癒
し

　
　

�　

後
ろ
（
過
去
）
を
向
い
て
い
た
思
い
が
次
第
に
前
を
向
く
。
か
か
わ
り
が
家
族
か
ら
友
人
へ
と
移
行
。
サ
ー
ク
ル
活
動
、
習
い
ご

と
に
取
り
組
む
意
欲
が
復
活
。
命
日
や
結
婚
記
念
日
の
前
後
に
落
ち
込
ん
で
も
揺
れ
が
少
な
く
な
り
、
回
復
期
へ
向
う
。
死
者
を
思

い
出
す
場
合
も
辛
さ
が
軽
減
し
、
懐
か
し
さ
や
豊
か
さ
、
喜
び
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

　
　

�　
「
死
ん
だ
者
の
こ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
て
は
…
。
生
き
る
こ
と
を
考
え
よ
う
」
と
、
内
側
か
ら
気
づ
き
や
動
機
が
生
ま
れ
る
。
プ

ラ
ス
思
考
で
、
死
に
意
味
を
見
出
し
た
人
は
他
者
と
自
己
を
受
容
し
、
新
し
い
生
き
方
へ
の
模
索
を
始
め
る
。

　
　
　
［
対
応
］�　

本
人
は
周
囲
の
働
き
か
け
を
大
事
に
。
周
囲
は
立
ち
直
り
の
き
っ
か
け
づ
く
り
を
す
る
。

五
．
第
五
段
階
：
再
生

　
　

�　

新
し
い
も
の
を
吸
収
す
る
意
欲
を
持
つ
。
自
分
の
た
め
に
生
き
る
姿
勢
を
打
ち
た
て
、
や
が
て
新
し
い
自
分
と
な
る
。
死
者
へ
の

役
割
・
仕
事
・
価
値
観
を
取
り
入
れ
る
。
自
分
の
新
た
な
立
場
、
役
割
を
獲
得
し
て
い
く
。
悲
し
み
は
人
生
を
深
く
考
え
る
機
縁
と

な
り
、
強
く
も
優
し
く
も
し
て
人
間
的
成
熟
を
も
た
ら
す
。

Ⅲ　

教
化
の
場
に
お
い
て

　

ケ
ア
は　

狭
く
は 

① 

介
護
・
看
護　

② 

世
話
、
広
く
は 

③ 

配
慮
・
関
心
・
気
遣
い
を
意
味
す
る
。
ケ
ア
は
働
き
か
け
で
あ
り
、

悲
し
み
の
衝
撃
で
意
気
・
意
欲
を
失
っ
て
い
る
人
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
れ
ば
よ
い
の
か
。
当
事
者
の
手
記
な
ど
か
ら
拾
い
出
し
て
み
た
。
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Ａ�　

母
親
は
愛
娘
と
死
別
し
て
悲
し
み
に
打
ち
の
め
さ
れ
、
気
持
ち
の
整
理
が
つ
か
ぬ
中
、
僧
侶
か
ら
「
い
つ
ま
で
悲
し
ん
で
い
る
の

か
」
と
強
い
口
調
で
言
わ
れ
た
と
い
う
。「
も
っ
と
違
っ
た
物
言
い
で
あ
れ
ば
伝
わ
る
も
の
も
伝
わ
っ
た
の
で
は
…
」
と
述
べ
て
い
る
。

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
相
手
の
思
い
や
機
根
に
応
じ
、
お
だ
や
か
で
心
を
込
め
た
言
葉
を
用
い
る
「
摂
受
」
の
場
と
考
え
る
。
死
別
の
悲
嘆

の
理
解
と
ま
た
温
か
く
き
め
こ
ま
か
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

Ｂ�　
「
そ
ん
な
に
嘆
き
悲
し
ん
で
い
て
は
ホ
ト
ケ
が
浮
か
ば
れ
な
い
（
成
仏
し
な
い
）」
と
さ
と
さ
れ
た
例
が
散
見
さ
れ
る
。「
悲
し
ま
な

い
で
お
れ
な
い
の
に
、
そ
の
こ
と
で
死
者
が
浮
か
ば
れ
な
い
と
聞
き
、
二
重
の
苦
し
み
を
味
わ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

　

�　

地
蔵
和
讃
の
普
及
と
伝
承
が
こ
う
し
た
俗
説
を
巷
間
に
弘
め
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
こ
れ
ら
和
讃
の
大
半
は
作
者
不
詳
で
、
地
蔵
信

仰
が
庶
民
化
し
た
江
戸
初
期
か
ら
宝
永
、
享
保
に
か
け
て
作
ら
れ
て
い
る
。「
賽
の
河
原
地
蔵
和
讃
」
に
「
親
の
嘆
き
は
汝
ら
が
苦
患

を
受
く
る
種
と
な
る
」
の
一
節
が
あ
る
。
乳
幼
児
の
死
亡
率
が
高
か
っ
た
時
代
に
哀
調
を
帯
び
た
和
讃
は
日
本
人
の
心
を
と
ら
え
、
現

在
で
は
水
子
供
養
の
形
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
生
者
の
悲
嘆
が
菩
提
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
教
説
は
、
こ
の
ほ
か
に
浅
学
寡
聞
に
し
て

知
ら
な
い
。

Ｃ�　

カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
手
記
に
あ
る
司
祭
の
教
導
に
学
び
た
い
。
妻
（
七
五
才
）
に
先
立
た
れ
た
夫
（
七
六
才
）
は
「『
早
く
立
ち
直

っ
て
く
だ
さ
い
、
奥
様
が
心
配
し
ま
す
よ
、
元
気
に
な
る
こ
と
が
奥
様
を
安
心
さ
せ
る
こ
と
で
す
』
と
多
く
の
人
が
激
励
し
て
く
れ
る
。

有
難
い
こ
と
だ
。
が
、
実
際
は
衝
撃
、
悲
嘆
、
愛
惜
、
自
責
の
念
、
後
悔
、
無
常
感
な
ど
が
一
気
に
押
し
寄
せ
疲
労
困
憊
し
た
。
教
会

の
主
任
司
祭
は
『
立
ち
上
が
れ
な
く
て
も
い
い
で
は
な
い
で
す
か
、
心
ゆ
く
ま
で
悲
し
ん
で
や
る
こ
と
で
す
』
と
私
に
言
っ
て
く
れ
た
。

そ
れ
は
悲
し
み
に
沈
む
私
の
心
に
沁
み
た
真
の
激
励
に
な
っ
た
」
と
綴
っ
て
い
る
。

　
　

死
者
と
向
き
合
い
、
そ
の
人
と
の
別
れ
を
悲
し
み
抜
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

Ｄ�　

葬
儀
の
参
列
者
が
感
銘
を
受
け
た
と
い
う
導
師
の
一
言
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。「
こ
の
場
で
は
気
が
張
っ
て
お
ら
れ
る
、
本
来
の
悲

し
み
は
こ
れ
か
ら
や
っ
て
き
ま
す
。
つ
と
め
て
食
事
や
睡
眠
を
と
り
、
ご
供
養
を
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
も
の
。
グ
リ
ー
フ
に
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配
慮
し
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
葬
儀
の
法
話
や
遺
族
へ
の
慰
労
の
挨
拶
に
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

Ⅳ　

弔
い
と
供
養

　

葬
儀
は
悲
嘆
を
表
わ
す
社
会
的
に
ふ
さ
わ
し
い
場
、
盆
や
彼
岸
、
年
回
忌
は
時
の
流
れ
に
添
い
悲
し
み
を
癒
す
働
き
を
も
つ
。
儀
礼
は

死
の
事
実
を
認
め
感
情
を
整
理
す
る
象
徴
的
な
行
為
で
あ
る
。

　

五
来
重
氏
（
民
俗
学
）
は
「
死
者
と
生
者
の
悲
し
み
を
和
ら
げ
、
そ
れ
を
往
生
や
成
仏
の
よ
ろ
こ
び
に
転
ず
る
葬
送
儀
礼
は
、
宗
教
の

ほ
か
に
な
し
う
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
人
間
の
力
で
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
苦
痛
や
悲
嘆
を
理
性
で
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
共
感

と
同
情
の
心
で
い
た
わ
り
和
ら
げ
救
う
は
た
ら
き
で
あ
る
と
思
う
」（
続
・
仏
教
と
民
俗
）
と
し
て
い
る
。

　

近
年
は
直
葬
、
一
日
葬
、
家
族
葬
な
ど
葬
儀
の
簡
略
化
と
と
も
に
、
葬
送
文
化
の
変
容
が
進
む
。
会
葬
者
に
よ
る
共
感
・
同
苦
の
支
援

も
少
な
く
、
悲
嘆
は
家
族
や
個
人
で
背
負
う
こ
と
に
な
る
。

　

葬
儀
は
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
な
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
僧
侶
と
一
般
大
衆
の
間
に
は
意
識
の
乖
離
が
み
ら
れ
る
。
葬
儀
の
内
容
が

理
解
で
き
ず
退
屈
。
僧
侶
は
終
始
会
葬
者
に
背
を
向
け
た
ま
ま
。
死
者
の
生
涯
に
つ
い
て
言
及
が
な
い
。
挨
拶
や
法
話
も
し
な
い
と
い
う

批
判
、
驚
い
た
の
は
威
儀
を
正
し
入
退
場
の
僧
侶
を
「
ふ
ん
ぞ
り
か
え
っ
て
い
る
」
と
見
る
新
聞
投
書
が
あ
っ
た
。

　

弔
う
こ
と
は
本
質
的
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
葬
儀
は
「
悲
嘆
を
入
れ
る
器
」
で
あ
る
。
葬
式
離
れ
は
葬
儀
の
形
骸
化
が
も
た
ら
す
も

の
だ
と
い
う
。
悲
嘆
を
癒
す
た
め
の
葬
儀
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
考
え
る
と
き
で
あ
る
。

　

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
仏
壇
が
一
定
の
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
研
究
が
あ
る
。
仏
壇
は
悲
し
み
を
癒
す
「
文
化
装
置
」

と
し
て
、
海
外
で
は
「
ス
モ
ー
ル
チ
ャ
ー
チ
」（
小
さ
な
聖
堂
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
仏
壇
（
死
者
）
へ
の
礼
拝
と
語
り
か
け
が
癒

し
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
世
論
調
査
「
日
本
人
の
宗
教
団
体
へ
の
関
与
、
認
知
、
評
価
の
二
〇
年
」（
庭
野
平
和
財
団
・
二

〇
一
九
）
に
よ
れ
ば
「
神
棚
・
仏
壇
の
保
有
率
」
が
大
幅
に
低
下
、「
仏
壇
は
な
い
」
が
四
〇
％
よ
り
五
〇
％
に
増
加
（
ち
な
み
に
「
神
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棚
は
な
い
」
は
六
二
・
三
％
）。
こ
こ
で
も
宗
教
離
れ
の
進
行
が
見
ら
れ
る
が
、
仏
壇
の
も
つ
癒
し
の
機
能
を
伝
え
て
い
き
た
い
も
の
で

あ
る
。Ⅴ　

「
悲
涙
頂
受
」

　

激
し
い
衝
撃
が
伴
う
深
い
悲
し
み
は
ひ
と
り
で
背
負
い
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
近
年
各
地
で
「
分
か
ち
あ
い
の
会
」
が
開
か
れ
て
い

る
。
私
が
か
か
わ
る
会
に
指
導
者
や
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
い
な
い
。
互
い
に
話
し
手
と
な
り
聞
き
手
と
な
る
。
ル
ー
ル
は
、
①
ど
ん
な
発
言

も
受
入
れ
、
②
批
判
や
評
価
、
ジ
ャ
ッ
ジ
（
審
判
）
を
加
え
な
い
、
③
悲
し
み
の
比
較
を
し
な
い
、
④
涙
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
く
、

⑤
沈
黙
も
大
切
、
⑥
知
り
得
た
秘
密
は
守
り
通
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

や
り
き
れ
な
い
と
は
持
っ
て
い
く
所
、
遣
り
場
の
な
い
こ
と
を
い
う
。
や
り
す
ご
す
た
め
に
は
受
け
と
め
て
く
れ
る
人
の
存
在
が
必
要

と
な
る
。
僧
侶
は
話
す
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
も
の
の
聞
き
方
に
つ
い
て
は
如
何
か
と
自
分
に
問
う
て
み
る
。
ま
た
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
時
間

を
か
け
念
入
り
に
聞
く
こ
と
が
で
き
る
寺
庭
婦
人
の
役
割
で
も
あ
る
。

　

あ
り
の
ま
ま
に
聞
く
「
諦
聴
」
と
「
如
是
我
聞
」
は
、
聴
く
（
傾
聴
）
こ
と
の
奥
深
さ
を
も
っ
て
い
る
。
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
傾
聴
は

「
悲
涙
頂
受
」（『
秀
句
十
勝
鈔
』）
で
あ
り
、
と
も
に
涙
を
流
し
心
か
ら
聞
き
入
れ
引
き
受
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

Ⅵ　

御
遺
文
に
見
る
死
別
の
悲
嘆

　

千
日
尼
、
持
妙
尼
、
上
野
殿
母
尼
（
後
家
尼
）、
光
日
房
を
は
じ
め
と
す
る
信
徒
へ
の
書
状
を
拝
す
る
と
、
心
の
内
を
思
い
や
り
、
た

だ
た
だ
悲
嘆
の
共
有
で
あ
る
。

　

上
野
殿
母
尼
御
前
が
夫
な
き
あ
と
に
育
て
た
十
六
才
の
七
郎
五
郎
の
死
去
に
対
し
て
は
切
々
な
思
い
を
筆
に
し
て
い
る
。
歴
史
学
者
で

一
橋
大
学
元
学
長
の
上
原
専
禄
氏
は
「
日
蓮
は
、
そ
の
近
親
者
の
気
持
ち
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
、
悲
し
く
て
と
て
も
お
悔
や
み
す
る
こ
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と
は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
の
で
、
少
し
も
説
教
め
い
た
こ
と
は
い
わ
な
い
ん
で
す
。
日
蓮
の
た
く
さ
ん
の
手
紙
を
読
む
と
、
日

蓮
は
近
親
者
を
失
っ
た
人
に
対
し
て
、
早
く
悲
し
み
を
こ
え
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
は
教
え
な
い
で
、
一
緒
に
悲
し
ん
で
、
も
っ
と
悲
し

め
、
も
っ
と
悲
し
め
、
と
い
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
日
蓮
の
手
紙
を
読
む
と
、
不
思
議
な
も
ん
で
、
非
常
に
気
持
ち
は
落
ち
つ
き
ま
す

…
」（『
死
者
・
生
者
─
日
蓮
認
識
へ
の
発
想
と
視
点
』）
と
記
述
し
て
い
る
。

　

七
郎
五
郎
の
死
去
の
報
に
対
す
る
御
返
事
は
上
原
氏
の
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
四
十
九
日
忌
そ
の
後
の
御
返
事
に
な
る
と
、
法

華
経
へ
の
信
心
を
す
す
め
霊
山
浄
土
で
の
母
子
の
再
会
を
説
き
示
し
て
い
る
。

　

持
妙
尼
御
前
御
返
事
で
は
尼
の
悲
し
み
を
思
い
や
り
、
結
び
に
「
ち
り
し
は
な
を
ち
し
こ
の
み
も
さ
き
む
す
ぶ
な
ど
か
は
人
の
返
ら
ざ

る
ら
む
。
こ
ぞ
も
う
く
こ
と
し
も
つ
ら
き
月
日
か
な
お
も
ひ
は
い
つ
も
は
れ
ぬ
も
の
ゆ
へ
」
の
和
歌
を
添
え
、
そ
の
最
後
に
「
法
華
経
の

題
目
を
と
な
へ
ま
い
ら
せ
て
ま
い
ら
せ
」
と
記
し
て
い
る
。

　

教
化
の
場
に
臨
ん
で
心
し
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
書
状
に
は
充
分
な
悲
嘆
へ
の
共
感
と
配
慮
が
あ
り
、
そ
の
後
に
至
っ
て
説
諭
を
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。

　

子
を
亡
く
す
逆
縁
は
親
に
と
っ
て
最
大
の
ス
ト
レ
ス
で
あ
る
。
子
に
先
立
た
れ
た
親
の
悲
嘆
は
大
き
く
、
長
く
尾
を
引
く
こ
と
と
な
る
。

悲
し
み
は
時
が
す
べ
て
を
解
決
す
る
と
い
う
考
え
は
「
時
薬
神
話
」
に
す
ぎ
な
い
。
時
の
流
れ
に
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
て
も
、
悲
し
み

は
消
え
失
せ
る
こ
と
が
な
い
。
歌
人
の
窪
田
空
穂
は
妻
や
子
を
亡
く
す
苦
難
の
生
涯
に
一
万
四
千
首
を
残
し
た
。「
哀
し
み
は
身
よ
り
離

れ
ず
人
の
世
の
愛
あ
る
と
こ
ろ
添
い
て
潜
め
る
」
の
一
首
に
心
を
ひ
か
れ
る
。

　

悲
し
み
を
抱
え
た
ま
ま
生
き
て
い
く
術
や
亡
き
人
に
つ
な
が
る
生
き
方
を
身
に
つ
け
て
い
く
ほ
か
は
な
い
。
失
っ
た
も
の
は
と
り
戻
せ

な
い
が
死
者
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
る
。
私
た
ち
の
日
常
は
生
者
だ
け
で
営
ま
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
死
者
は
私
た
ち
の
心

に
生
き
、
死
者
の
ま
な
ざ
し
は
死
者
の
願
い
に
添
っ
た
生
き
方
で
あ
る
か
を
常
に
問
う
て
い
る
。
お
題
目
は
悲
し
み
を
悲
し
み
と
し
て
あ

る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
力
と
な
る
。
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本
稿
は
橋
爪
謙
一
郎
、
大
西
秀
樹
、
田
村
芳
朗
、
上
原
専
禄
、
河
合
千
恵
子
、
賀
来
弓
月
、
若
林
一
美
、
鈴
木
恵
隆
、
五
来
重
、
ア
ル

フ
ォ
ン
ス
・
デ
ー
ケ
ン
、
若
松
英
輔
、
垣
添
忠
生
、
尾
角
光
美
各
氏
の
著
書
及
び
受
講
の
記
録
、
多
く
の
体
験
記
、
ま
た
「
分
か
ち
あ
い

の
会
」
よ
り
学
び
得
た
も
の
で
あ
り
、
先
師
、
碩
学
に
深
く
感
謝
を
い
た
す
次
第
で
あ
る
。
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