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葬
儀
を
考
え
る
│
意
義
に
つ
い
て

灘　

上　

智　

生

（
１
）
は
じ
め
に

　

私
は
現
在
、
横
浜
の
中
区
に
あ
り
ま
す
善
行
寺
の
副
住
職
を
し
て
お
り
ま
す
。
善
行
寺
は
、
葬
儀
・
法
要
中
心
の
典
型
的
な
都
市
型
寺

院
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
自
己
紹
介
で
い
ま
か
ら
九
年
前
の
第
二
回
教
化
学
研
究
発
表
大
会
で
「
葬
儀
の
現
状
を
通
し
て
、

お
寺
離
れ
の
実
情
を
追
う
」
と
い
う
発
表
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
時
は
、
檀
信
徒
の
中
で
も
通
夜
・
葬
儀
を
行
わ
ず
火
葬
し
お

骨
に
し
て
、
四
十
九
日
忌
で
埋
葬
す
る
檀
信
徒
が
ぼ
つ
ぼ
つ
出
て
き
ま
し
た
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
昨
年
は
葬
儀
の
約
三
割
が
通
夜
・
葬

儀
を
行
わ
ず
、
四
十
九
日
忌
の
際
に
寺
の
本
堂
で
葬
儀
を
行
い
、
法
号
を
授
与
し
、
埋
葬
を
し
ま
し
た
。
近
年
、
都
心
で
は
二
〜
三
割
が

直
葬
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
菩
提
寺
を
持
っ
た
檀
信
徒
も
通
夜
・
葬
儀
と
い
う
儀
式
を
行
わ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
現
状
が

あ
り
ま
す
。
檀
信
徒
の
方
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
連
絡
を
受
け
た
際
、「
通
夜
・
葬
儀
は
や
ら
ず
お
骨
に
し
、
四
十
九
日
忌
の
時
に
法
号

を
も
ら
い
埋
葬
し
ま
す
。」
と
言
わ
れ
る
と
、「
葬
儀
は
大
切
な
の
で
是
非
行
い
ま
し
ょ
う
。」
と
は
言
い
に
く
い
の
で
す
。
通
夜
・
葬
儀

を
行
う
に
は
、
費
用
が
か
か
る
た
め
、
寺
と
し
て
は
四
十
九
日
忌
に
本
堂
で
葬
儀
・
法
号
授
与
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
今
回
は
、
生
前
に
檀
信
徒
の
方
に
「
葬
儀
を
や
り
た
く
な
い
の
で
す
が
…
…
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
答
え
る
か
を
、

自
分
な
り
に
考
え
る
た
め
の
基
本
的
な
前
提
を
提
示
し
ま
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
納
得
の
い
く
答
え
を
導
き
出
し
て
頂
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
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（
２
）
葬
儀
と
は

　

葬
儀
と
は
、
辞
書
で
調
べ
ま
す
と
、「
死
体
・
遺
骨
を
墓
所
な
ど
に
埋
葬
す
る
儀
式
の
こ
と
」
と
出
て
い
ま
す
。

　

葬
と
い
う
字
は
、
死
体
を
上
と
下
か
ら
草
で
隠
し
て
見
え
な
く
す
る
意
味
で
す
。
二
十
〜
四
万
年
前
の
旧
石
器
時
代
中
期
の
古
人
類
で

あ
る
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
、
死
者
の
埋
葬
を
し
て
い
ま
し
た
。
中
国
の
三
礼
の
『
礼
記
』（
周
末
か
ら
秦
・
漢
時
代
）
に
は
、「
葬
と

は
蔵
な
り
。
蔵
は
人
の
見
る
を
得
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
ド
で
は
、
古
く
か
ら
水
葬
・
火
葬
・
土
葬
・
鳥

葬
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、『
釈
氏
要
覧
』（
宋
）
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
に
お
い
て
も
、『
伊
勢
物
語
』『
古
事
記
伝
』
な
ど
に

「
は
ふ
り
」
す
な
わ
ち
葬
る
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
葬
る
と
は
、
放
棄
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
死
体
を
遺
棄
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
こ
に
は
今
ま
で
と
も
に
生
き
て
き
た
最
愛
の
人
が
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
遺
体
へ
と
変
容
し
、
そ
の
場
に
直
面
し
た
際
に
は

恐
怖
感
・
嫌
悪
感
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
状
況
を
克
服
す
る
た
め
に
、
葬
儀
と
い
う
儀
式
が
発
達
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

歴
史
的
に
葬
儀
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
平
安
時
代
半
ば
ま
で
は
天
皇
家
や
貴
族
・
高
僧
な
ど
ご
く
一
部
を
除
い
て
、
遺
骨
に
対
し
て
全

く
関
心
を
払
う
こ
と
な
く
、
遺
骸
を
放
置
し
て
い
た
の
で
す
が
、
十
二
世
紀
以
降
火
葬
骨
を
霊
場
に
運
ぶ
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
に
な

り
ま
す
と
、
墓
を
造
っ
て
骨
を
納
め
、
定
期
的
に
墓
参
り
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
、
葬
儀
が
庶
民

の
為
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

現
代
人
の
状
況
に
則
し
て
言
え
ば
、
葬
儀
と
は
、
死
と
い
う
結
果
の
事
実
だ
け
で
は
な
く
、
死
に
臨
ん
で
い
る
病
者
の
看
取
り
か
ら
、

通
夜
・
葬
儀
そ
し
て
埋
葬
に
至
る
物
理
的
、
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
の
総
体
を
意
味
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

葬
儀
は
、
死
者
の
尊
厳
を
守
り
、
近
親
者
と
死
別
し
て
喪
失
感
情
を
持
つ
こ
と
へ
の
対
処
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
る
な
ら
、

最
愛
の
人
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
「
二
人
称
の
死
」
を
本
質
と
し
て
い
る
の
で
す
。
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葬
儀
無
用
と
す
る
人
た
ち
が
現
に
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
今
年
（
平
成
二
十
二
年
）、『
葬
式
は
、
要
ら
な
い
』（
島
田
裕
巳
著
）
が

二
十
九
万
部
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
本
を
受
け
入
れ
て
、
歓
迎
し
た
読
者
が
い
る
の
も
事
実
で
す
。
皆
さ
ん
は
、
こ
の

本
を
読
み
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
？　

私
は
、
売
上
に
貢
献
す
る
の
は
癪
で
し
た
が
、
買
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
本
の
主
張
は
、
葬
儀

は
贅
沢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
葬
儀
を
一
人
称
の
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
確
か
に
、
今
後
葬
儀
は
、
や
る
・
や
ら
な
い

の
選
択
か
ら
、
や
る
に
し
て
も
従
来
の
仏
式
で
は
な
く
、
ほ
か
の
方
法
で
と
い
う
選
択
も
増
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

と
葬
儀
の
必
要
性
は
別
問
題
で
あ
り
、
葬
儀
の
必
要
性
が
減
少
し
た
の
で
は
な
く
、
葬
儀
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

　

葬
儀
は
死
者
の
成
仏
を
祈
る
と
共
に
、
固
有
の
死
者
に
遺
族
が
向
き
合
う
場
で
あ
り
、
大
切
な
営
み
な
の
で
す
。

（
３
）
日
蓮
宗
に
お
け
る
葬
儀
の
考
え
方

　

仏
教
に
お
け
る
葬
儀
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
経
典
に
『
浄
飯
王
般
涅
槃
経
』
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
同
族
の
人
に
よ
り
、
浄
飯
王
の
遺

体
を
香
汁
で
洗
い
、
布
で
く
る
み
棺
に
収
め
、
散
華
・
焼
香
を
行
っ
た
。
釈
尊
は
、
手
に
香
炉
を
持
っ
て
、
葬
所
に
棺
を
引
導
し
、
そ
し

て
香
薪
を
積
み
、
棺
を
そ
の
上
に
お
い
て
、
火
を
放
ち
荼
毘
に
付
し
、
収
骨
し
遺
骨
を
金
函
に
盛
り
、
塔
を
建
て
て
供
養
し
た
こ
と
が
説

か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
『
涅
槃
経
』
に
は
、
釈
尊
が
入
滅
の
際
に
、
頭
を
北
に
向
け
、
顔
を
西
に
向
け
て
臥
し
た
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

葬
儀
に
お
け
る
法
要
儀
式
の
体
系
を
比
較
的
早
い
時
期
に
作
り
上
げ
た
の
は
禅
宗
と
言
わ
れ
て
お
り
、
葬
儀
の
勤
め
方
を
体
系
づ
け
た

『
禅
苑
清
規
』（
宋
）
の
中
に
、
高
僧
と
修
行
中
に
亡
く
な
っ
た
僧
に
つ
い
て
の
葬
儀
の
勤
め
方
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
禅
宗
の
作
法

が
日
本
の
禅
宗
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
禅
苑
清
規
』
が
改
訂
さ
れ
『
小
叢
林
清
規
』
が
著
さ
れ
、
こ
れ
が
仏
教
各
宗
の
葬
儀
に
影

響
を
与
え
ま
し
た
。

　

日
蓮
宗
の
葬
儀
に
つ
い
て
見
て
み
ま
す
と
、
日
蓮
聖
人
ご
入
滅
時
の
、
日
興
上
人
に
よ
る
『
宗
祖
御
遷
化
記
録
』
に
葬
列
の
描
写
は
書
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か
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
法
式
で
執
り
行
わ
れ
た
か
は
記
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
葬
儀
の
法
式
の
基
礎
は
、

優
陀
那
日
輝
上
人
の
『
充
洽
園
礼
誦
儀
記
』『
葬
儀
用
文
集
』
な
ど
に
よ
り
ま
す
。

　

現
在
行
わ
れ
て
い
る
在
家
の
葬
儀
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
見
て
み
ま
す
と
、

　

①
枕
経

　

新
寂
霊
の
枕
元
で
営
む
読
経
の
こ
と
で
、
遺
体
は
北
枕
に
安
置
し
、
顔
は
白
布
で
覆
い
ま
す
。
枕
辺
に
は
、
卓
を
置
き
卓
上
に
は
香

炉
・
燭
台
・
し
き
み
の
一
本
花
を
挿
し
た
華
瓶
・
枕
団
子
・
枕
飯
・
水
な
ど
を
備
え
ま
す
。
ま
た
、
読
経
の
た
め
の
鈴
、
木
鉦
を
用
意
し

ま
す
。
式
次
第
は
、
勧
請
・
開
経
偈
・
読
経
・
唱
題
・
宝
塔
偈
・
回
向
・
四
誓
が
一
般
的
で
す
。
遺
体
を
安
置
す
る
の
は
、
仏
壇
を
安
置

し
た
部
屋
が
望
ま
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
枕
経
の
前
に
御
本
尊
に
法
味
を
捧
げ
た
後
、
枕
経
を
勤
め
る
の
が
本
義
だ
か
ら
で
す
。
様
々
な
作

法
は
、
釈
尊
の
涅
槃
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
す
る
、
仏
教
徒
の
心
の
表
れ
で
す
。

　

②
湯
灌

　

納
棺
に
先
立
っ
て
遺
体
を
洗
浴
す
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
湯
灌
の
時
に
は
、
参
集
全
員
が
僧
侶
と
共
に
唱
題
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

　

③
納
棺

　

遺
体
を
棺
に
納
め
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
納
棺
に
際
し
て
は
、
経
帷
子
を
着
せ
、
数
珠
を
左
手
首
に
か
け
て
手
を
胸
に
組
ま
せ
、
手

甲
・
脚
絆
・
足
袋
・
草
履
・
六
道
銭
を
入
れ
た
頭
陀
袋
・
杖
な
ど
を
身
に
持
た
せ
、
生
前
の
愛
用
品
な
ど
も
納
め
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
副
葬
品
は
、
葬
儀
を
死
出
の
旅
立
ち
と
見
な
し
て
い
る
表
れ
で
す
。

　

④
通
夜

　

葬
式
の
前
夜
に
、
死
者
の
冥
福
を
祈
る
た
め
、
家
族
・
近
親
・
縁
故
の
人
た
ち
が
集
ま
り
、
祭
壇
を
祭
り
、
供
物
、
香
華
を
備
え
て
読

経
唱
題
（
特
に
定
ま
っ
た
法
式
は
な
い
）
に
よ
っ
て
供
養
を
し
、
ま
た
説
法
を
聴
き
、
あ
る
い
は
故
人
の
思
い
出
を
語
る
な
ど
し
て
夜
を

過
ご
す
こ
と
で
す
。
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⑤
葬
儀

　

葬
儀
は
故
人
を
心
安
く
霊
山
浄
土
へ
旅
立
た
せ
る
厳
粛
な
儀
式
で
す
。
日
蓮
宗
の
定
め
た
祭
壇
形
式
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
祭
壇
後
方
に

御
本
尊
を
奉
掲
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
式
次
第
は
、
宗
定
法
要
式
を
ご
参
考
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
大
正
十
年
発
行
の
日
蓮
宗
法

要
式
の
葬
式
の
項
目
の
最
初
に
、「
葬
儀
は
人
生
の
三
大
礼
中
の
第
一
な
れ
ば
最
も
慇
懃
丁
重
に
行
い
芥
爾
に
も
粗
忽
不
謹
慎
の
行
為
あ

る
べ
か
ら
ず
」
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
葬
儀
を
執
り
行
う
に
は
、
そ
れ
ぐ
ら
い
大
変
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
覚
悟
が
必
要
と
い
う
こ
と

で
す
。
導
師
は
儀
式
の
主
導
者
で
あ
り
、
死
者
の
案
内
者
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

本
宗
の
法
式
を
も
っ
て
葬
儀
を
あ
げ
る
人
は
、
日
蓮
の
弟
子
檀
那
等
で
あ
る
こ
と
が
第
一
条
件
で
す
か
ら
、
僧
侶
は
檀
信
徒
に
対
し
て
、

日
頃
つ
と
め
て
唱
題
読
誦
を
勧
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
宗
の
葬
儀
に
お
い
て
、
死
者
の
成
仏
は
本
仏
の
大
慈
悲
と
妙
法
の
経
力

と
被
葬
送
者
の
信
心
と
が
相
依
っ
て
実
現
す
る
の
で
す
。

　

な
お
、
葬
儀
・
告
別
式
と
一
緒
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
葬
儀
と
告
別
式
は
異
な
り
ま
す
。
葬
儀
は
故
人
を
霊
山
浄
土
に

送
る
儀
式
、
告
別
式
は
無
宗
教
で
執
り
行
う
故
人
に
別
れ
を
告
げ
る
式
の
こ
と
で
す
。

　

⑥
出
棺

　

葬
儀
が
終
わ
り
、
僧
侶
が
退
席
す
る
と
、
棺
を
式
場
の
中
央
に
安
置
し
、
蓋
を
取
り
、
棺
に
一
膳
飯
・
枕
団
子
な
ど
を
入
れ
、
生
花
で

飾
り
、
蓋
を
閉
じ
て
、
く
ぎ
打
ち
を
し
ま
す
。
そ
の
間
、
僧
侶
は
自
我
偈
、
唱
題
で
回
向
し
ま
す
。

　

⑦
荼
毘

　

火
葬
場
の
読
経
は
、
自
我
偈
転
読
、
唱
題
で
あ
っ
て
、
特
に
定
ま
っ
た
式
次
第
は
あ
り
ま
せ
ん
。
回
向
は
、
葬
儀
回
向
文
を
用
い
ま
す
。

　

⑧
骨
揚
げ

　

お
骨
拾
い
は
、
二
人
が
一
組
に
な
っ
て
お
骨
を
拾
い
上
げ
、
渡
し
箸
で
骨
壷
に
入
れ
ま
す
。
特
に
定
ま
っ
た
式
次
第
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

参
列
者
全
員
で
唱
題
し
つ
つ
お
骨
を
拾
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。
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（
４
）
葬
儀
の
変
遷

　

以
前
の
葬
儀
は
、
共
同
体
が
運
営
を
し
、
家
族
を
死
者
の
弔
い
に
専
念
さ
せ
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
地
域
共
同
体
の
力
が
衰
え
、
一
般

に
は
家
族
が
主
催
者
と
し
て
担
う
形
態
に
な
っ
て
お
り
、
地
域
共
同
体
に
代
わ
る
葬
祭
業
者
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
な
く
ビ
ジ
ネ
ス
と
し

て
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
遺
族
は
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
者
と
な
り
、
高
度
経
済
成
長
期
に
は
葬
儀
は
大
型
化
し
、

会
葬
者
を
多
く
集
め
る
イ
ベ
ン
ト
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
儀
礼
と
し
て
も
、
死
者
を
弔
う
宗
教
儀
礼
の
葬
儀
が
軽
視
さ
れ
、

社
会
儀
礼
と
し
て
の
告
別
式
が
幅
を
利
か
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
傾
向
は
、
バ
ブ
ル
景
気
ま
で
続
き
ま
し
た
。

　

バ
ブ
ル
が
は
じ
け
る
と
、
不
況
が
続
き
、
経
済
格
差
が
拡
大
し
、
貧
困
層
が
増
加
し
ま
し
た
。
一
方
、
社
会
儀
礼
の
必
要
性
に
疑
問
符

を
つ
け
る
と
い
っ
た
葬
儀
に
対
す
る
意
識
の
変
化
が
加
わ
り
、
葬
儀
が
小
型
化
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
親
族
の
み
で
行
う
「
家
族

葬
」
と
呼
ば
れ
る
葬
儀
形
態
の
他
に
、「
直ち
ょ
く

葬そ
う

」
と
い
う
火
葬
の
み
の
葬
儀
が
増
え
て
お
り
、
都
心
の
火
葬
の
二
〜
三
割
が
直
葬
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
直
葬
と
い
う
名
の
死
体
処
理
は
、
死
者
に
向
き
合
う
機
会
を
奪
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
を
放
棄
す
る
こ
と
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

（
５
）
今
後
の
葬
儀
を
考
え
る

　

現
代
の
葬
儀
は
、
死
者
を
供
養
す
る
た
め
の
形
式
は
整
え
て
い
る
も
の
の
、
遺
族
の
心
を
慰
め
る
部
分
を
そ
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
る

と
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
葬
儀
の
視
点
と
し
て
「
グ
リ
ー
フ
（
死
別
の
悲
嘆
）」
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
て
は
、
葬
儀
だ
け
が
解
決
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
頃
か
ら
、
積
極
的
に
檀
信
徒
や
そ
の
ほ
か
の
協
同
者
を
求
め
、
皆
の
不
安

を
真
剣
に
聴
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
行
い
を
通
し
て
、
関
わ
る
人
々
は
、
寺
を
信
頼
し
て
自
ら
の
死
後
を
託
す
よ

う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
に
よ
り
、
本
当
の
死
者
の
供
養
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
が
可
能
に
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な
る
と
思
い
ま
す
。

　

日
常
に
お
い
て
は
、
良
き
相
談
相
手
と
し
て
お
付
き
合
い
を
し
、
死
亡
直
後
に
は
駆
け
つ
け
て
枕
経
を
あ
げ
て
看
取
る
よ
う
に
努
め
ま

し
ょ
う
。
こ
の
枕
経
を
あ
げ
る
時
は
、
死
亡
直
後
と
い
う
こ
と
も
あ
り
遺
族
は
動
揺
し
て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
一
緒
に
い
て
悲
し
み
を
共

有
す
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
ま
た
、
納
棺
の
時
も
で
き
れ
ば
僧
侶
は
立
ち
合
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
納
棺
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
族
に

死
の
事
実
を
強
制
的
に
納
得
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
に
は
僧
侶
の
存
在
が
必
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
は
、
僧

侶
は
枕
経
、
納
棺
、
通
夜
、
葬
儀
、
火
葬
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
、
死
者
や
遺
族
に
ず
っ
と
付
き
合
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

今
後
、
葬
儀
は
多
様
化
を
一
層
進
め
る
で
し
ょ
う
。
現
在
の
葬
儀
の
小
型
化
が
不
況
に
よ
る
現
象
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
は
元
に
戻
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
変
化
が
、
葬
儀
に
対
す
る
意
識
変
化
に
よ
る
も
の
な
ら
ば
戻
り
は
せ
ず
、
ま
す
ま
す
葬
儀
が
軽
視
さ
れ
る
傾
向

が
強
ま
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
状
を
受
け
止
め
、
今
私
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
ギ
リ
ギ
リ
の
時
に
来
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
６
）
あ
な
た
は
丁
寧
な
葬
儀
を
行
っ
て
い
ま
す
か
？

　

近
年
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
初
七
日
を
葬
儀
の
中
に
組
み
込
ん
で
行
う
よ
う
な
、
簡
略
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
葬
儀
社
に
と
っ

て
は
会
場
の
片
づ
け
が
早
く
で
き
る
な
ど
効
率
的
で
、
僧
侶
に
と
っ
て
も
早
く
自
坊
に
帰
れ
る
な
ど
時
間
の
短
縮
・
楽
が
で
き
、
遺
族
に

と
っ
て
も
式
が
早
く
済
み
早
く
自
宅
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
、
一
見
す
る
と
葬
儀
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
効
率
的

で
、
良
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
実
際
は
、
故
人
の
冥
福
を
祈
る
十
分
な
時
間
が
無
く
、
遺
族
に
と
っ
て
も
死
別
の
悲
嘆

に
向
き
合
う
こ
と
の
妨
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
僧
侶
は
、
現
代
の
効
率
第
一
と
い
う
価
値
観
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

丁
寧
な
葬
儀
を
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

以
下
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
参
考
に
御
自
身
の
行
っ
て
い
る
葬
儀
を
振
り
返
っ
て
下
さ
い
。
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□
故
人
の
人
柄
を
よ
く
知
っ
て
い
る

　
　

□
枕
経
を
行
っ
て
い
る

　
　

□
納
棺
に
立
ち
会
っ
て
い
る

　
　

□
通
夜
の
後
、
法
話
を
し
て
い
る

　
　

□
法
号
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る

　
　

□
葬
儀
に
は
本
尊
を
掲
げ
て
い
る

　
　

□
火
葬
場
へ
同
行
し
て
い
る

　
　

□
お
骨
揚
げ
を
待
っ
て
い
る
間
、
遺
族
と
会
話
を
し
て
い
る

　
　

□
お
骨
あ
げ
の
お
経
を
し
て
い
る

　
　

□
中
陰
忌
（
初
七
日
か
ら
四
十
九
日
忌
）
の
法
要
を
し
て
い
る

　
　

□
埋
葬
の
時
、
墓
前
で
読
経
し
て
い
る

　

葬
式
仏
教
と
は
、
葬
儀
し
か
し
な
い
と
い
っ
た
仏
教
を
揶
揄
す
る
言
葉
で
は
な
く
、
社
会
が
仏
教
を
信
頼
し
て
葬
儀
を
任
し
て
く
れ
た

の
だ
と
考
え
、
私
た
ち
僧
侶
は
慇
懃
丁
重
に
葬
式
仏
教
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。
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