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今
後
の
日
蓮
宗
葬
儀
研
究
の
一
助
と
し
て

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

讃

岐

英

昌

は
じ
め
に

現
在
、
仏
教
葬
儀
は
存
続
の
危
機
的
状
況
に
直
面
し
て
い
る
。
儀
式
に
対
し
て
意
義
を
見
出
せ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
現
代
の
社
会

情
勢
や
精
神
文
化
の
変
化
が
、
大
き
い
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

葬
儀
は
、
多
分
に
地
域
に
根
ざ
し
て
お
り
、
人
と
人
の
つ
な
が
り
で
如
何
様
に
も
変
化
を
き
た
す
。
故
人
が
地
域
と
関
わ
り
を
あ
ま
り

持
た
な
か
っ
た
場
合
は
、
葬
儀
は
小
規
模
な
形
態
を
と
り
、
こ
の
よ
う
な
人
が
多
い
地
域
で
は
、
葬
儀
自
体
に
意
義
を
見
出
せ
な
く
な
る

傾
向
が
あ
る
と
考
え
る
。

い
ま
現
在
大
都
市
部
を
中
心
に
し
て
、
個
人
主
義
と
核
家
族
化
や
家
族
の
個
人
化
が
進
ん
で
い
る
。
進
行
の
度
合
い
に
は
ば
ら
つ
き
が

あ
る
が
地
方
で
も
そ
の
影
響
は
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
葬
儀
不
用
論
で
は
、
も
と
も
と
葬
儀
に
か
か
る
費
用
の
軽
減
が
論
の
中
核

を
な
し
て
い
た
が
、
費
用
面
を
中
心
と
し
た
葬
儀
不
用
論
の
下
地
は
、
現
在
に
い
た
っ
て
費
用
の
面
を
抜
き
に
し
て
、
葬
儀
自
体
を
不
要

と
考
え
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。

葬
儀
に
対
し
て
、
意
義
を
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
葬
儀
自
体
に
「
有
り
難
い
」
も
し
く
は
「
葬
儀
を
し
て
良
か
っ
た
」
と
思
え

る
部
分
が
極
端
に
減
少
し
、
た
だ
葬
儀
に
付
き
も
の
の
効
果
音
程
度
の
認
識
し
か
持
た
せ
て
い
な
い
、
現
状
が
あ
る
こ
と
を
僧
侶
が
認
識

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
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ま
た
、
日
蓮
宗
の
僧
侶
が
葬
儀
を
行
う
と
き
、
他
宗
と
の
差
別
化
や
日
蓮
宗
葬
儀
と
し
て
強
い
個
性
を
堅
持
す
る
こ
と
も
必
要
に
な
る

と
考
え
る
。
僧
侶
は
、
地
域
ご
と
に
存
在
す
る
習
慣
が
日
蓮
宗
的
に
正
し
い
の
か
、
間
違
い
が
あ
る
の
か
と
い
う
、
細
か
い
部
分
に
も
意

識
を
配
り
、
間
違
い
に
対
し
て
は
訂
正
を
求
め
る
必
要
が
で
て
く
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
は
葬
儀
に
関
し
て
法
華
経
や
御
遺
文
に
根
ざ
し
、
ま
た
日
本
人
の
精
神
に
も
共
感
で
き
る
日
蓮
宗
教
学
と
い
う
体
系

化
さ
れ
支
柱
を
持
ち
、
日
蓮
宗
全
体
と
し
て
の
共
通
し
た
精
神
的
基
盤
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
大
ま
か
な
葬
儀
に
関
す
る
問
題
点
を
挙
げ
た
が
、
今
回
の
研
究
ノ
ー
ト
で
は
こ
れ
ら
の
事
項
に
明
確
に
答
え
る
に
は
研
究
が
今
だ

不
十
分
で
、
方
向
性
を
模
索
で
き
る
も
の
に
は
考
察
を
加
え
、
今
後
の
課
題
と
な
る
も
の
に
も
、
大
ま
か
で
は
あ
る
が
問
題
点
を
探
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
る
。

第
一
章

葬
儀
に
魅
力
を
付
加
す
る

一
、
行
状
文

現
在
の
葬
儀
に
お
い
て
「
布
施
が
高
い
」
と
い
う
意
見
が
出
て
く
る
根
幹
は
、
そ
れ
だ
け
の
布
施
を
僧
侶
に
お
こ
な
う
意
味
を
見
出
せ

な
い
と
い
う
、
遺
族
の
心
情
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
平
た
く
言
え
ば
「
有
り
難
い
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
僧
侶
に
、

高
い
布
施
を
す
る
必
要
を
感
じ
な
い
」
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
行
状
文
の
必
要
性
が
見
出
せ
る
。
し
か
し
、
行
状
文
を
書
く
と
な
る
と
手
間
が
か
か
り
、
ま
た
書
き
方
が
分
か
ら
な
い
な
ど

僧
侶
側
に
は
目
に
見
え
て
仕
事
量
が
増
え
て
し
ま
い
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
日
蓮
大
聖
人
は
、
身
内
を
亡
く
さ
れ
た
檀
越
に
様
々
な

お
手
紙
を
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
故
人
の
生
前
の
姿
が
生
き
生
き
と
綴
ら
れ
て
い
る
。
日
蓮
宗
葬
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儀
に
お
け
る
行
状
文
と
は
日
蓮
大
聖
人
の
こ
の
お
手
紙
に
あ
た
る
も
の
と
認
識
す
れ
ば
そ
の
重
要
性
は
お
の
ず
と
理
解
さ
れ
る
と
考
え

る
。で

は
、
い
ざ
行
状
文
を
書
く
と
し
て
も
、
お
寺
と
縁
の
薄
い
方
な
ど
も
多
く
、
す
ぐ
書
く
に
は
亡
く
な
っ
た
方
の
情
報
が
皆
無
に
近
い

状
態
で
あ
れ
ば
難
し
く
、
こ
の
時
点
で
行
状
文
を
書
く
こ
と
を
断
念
す
る
僧
侶
が
大
半
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
こ
そ
現
状
を
変
え
て
い
く
大
き
な
可
能
性
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
故
人
の
生
前
を
知
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

故
人
を
知
る
人
に
直
接
聞
け
ば
い
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
生
じ
る
変
化
が
、
葬
儀
社
を
介
さ
な
い
喪
主
と
僧
侶
の
直
接
的
な
関
係
で
あ

る
。
行
状
文
を
書
く
た
め
に
葬
儀
の
前
に
喪
主
と
顔
を
合
わ
せ
、
打
ち
合
わ
せ
を
お
こ
な
う
こ
と
は
、
多
方
面
に
わ
た
り
よ
り
よ
い
効
果

を
生
み
出
す
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
行
状
文
を
葬
儀
で
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
布
施
の
問
題
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
私
自
身
、
二
七

歳
の
時
に
葬
儀
の
導
師
を
務
め
る
こ
と
に
な
り
、
喪
主
を
寺
院
に
呼
ん
で
行
状
文
を
書
く
た
め
に
故
人
の
生
前
の
こ
と
を
聴
く
こ
と
に
し

た
が
、
そ
の
際
に
喪
主
と
他
家
に
嫁
い
だ
実
の
娘
が
一
人
同
席
し
、
布
施
の
こ
と
に
つ
い
て
も
打
ち
合
わ
せ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ

ち
ら
の
説
明
が
不
十
分
だ
っ
た
せ
い
も
あ
り
、
同
席
し
た
娘
は
不
満
を
抱
き
な
が
ら
も
喪
主
の
説
得
も
あ
り
、
渋
々
な
が
ら
布
施
に
関
し

て
は
了
承
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
晩
か
け
て
行
状
文
を
書
き
終
え
、
葬
儀
で
行
状
文
を
読
み
引
導
を
わ
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
閉
式

の
後
に
控
え
室
に
下
が
る
と
、
件
の
娘
が
私
の
も
と
に
来
て
、
打
ち
合
わ
せ
で
の
非
礼
を
侘
び
、
布
施
と
は
別
に
お
寺
に
対
し
て
寄
付
を

山
納
し
て
下
さ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
示
す
と
お
り
、
行
状
文
に
は
布
施
の
問
題
を
解
決
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。こ

こ
で
、
一
つ
付
け
足
し
て
お
く
な
ら
、
行
状
文
を
書
く
た
め
の
打
ち
合
わ
せ
は
、
通
夜
の
時
に
も
お
こ
な
う
事
が
で
き
る
が
、
よ
ほ

ど
の
理
由
が
無
い
限
り
、
寺
院
で
お
こ
な
う
こ
と
を
勧
め
る
。
通
夜
の
席
で
は
喪
主
以
外
に
も
他
の
親
族
が
お
り
、
布
施
や
法
号
の
打
ち

合
わ
せ
な
ど
は
お
こ
な
い
難
く
、
打
ち
合
わ
せ
を
お
こ
な
え
た
と
し
て
も
、
相
手
の
土
俵
の
上
で
お
こ
な
う
打
ち
合
わ
せ
な
の
で
僧
侶
側
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は
心
理
的
に
も
不
利
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
行
状
文
を
書
く
た
め
の
打
ち
合
わ
せ
を
寺
院
で
お
こ
な
う
利
点
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
行
状
文
を
書
く
た
め
の
打
ち
合

わ
せ
を
、
行
状
文
だ
け
に
止
め
ず
、
葬
儀
全
体
の
打
ち
合
わ
せ
を
同
時
に
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
状
文
を

書
く
と
い
う
こ
と
は
手
段
で
あ
り
、
葬
儀
の
打
ち
合
わ
せ
を
寺
院
で
お
こ
な
う
こ
と
が
目
的
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
で
分
か
る
通
り
、
行
状
文
を
書
く
こ
と
に
よ
り
「
葬
儀
に
魅
力
を
付
加
」
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
「
こ
ち
ら
の
土
俵
で

話
が
で
き
る
」、「
故
人
の
こ
と
を
詳
し
く
聞
く
こ
と
が
で
き
る
」、「
遺
族
の
疑
問
や
質
問
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
」、「
葬
儀
の
打
ち
合

わ
せ
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
」、「
布
施
や
山
納
料
の
話
が
し
や
す
い
」、「
葬
儀
社
を
介
さ
な
い
喪
主
と
の
関
係
構
築
」
な
ど
の
二
次

的
な
効
果
を
期
待
で
き
る
。

葬
儀
に
意
義
を
見
出
せ
な
い
現
代
に
お
い
て
、
行
状
文
を
贈
る
こ
と
は
遺
族
に
対
し
て
「
葬
儀
を
し
て
良
か
っ
た
」
と
い
う
付
加
価
値

的
な
も
の
を
与
え
、
ま
た
各
寺
院
や
僧
侶
個
人
の
努
力
し
だ
い
で
実
行
可
能
な
、
葬
儀
不
用
の
意
識
に
対
抗
で
き
る
重
要
な
方
策
の
一
つ

で
あ
る
と
考
え
る
。

二
、
祭
壇
を
須
弥
檀
に

現
在
自
宅
や
葬
祭
場
で
使
わ
れ
て
い
る
祭
壇
で
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
は
故
人
の
遺
影
で
あ
り
、
そ
の
下
に
位
牌
が
置
か
れ
て
い

る
。
本
来
で
あ
れ
ば
遺
影
よ
り
位
牌
が
上
段
に
く
る
の
が
、
葬
儀
に
お
い
て
は
本
義
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
告
別
式
化
が
進
ん
だ
現
在
で

は
そ
れ
が
逆
転
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
祭
壇
の
中
に
お
曼
荼
羅
を
安
置
す
る
専
用
の
場
所
は
無
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
祭
壇
の
最
上
段
に
置
か

れ
て
い
る
お
宮
の
よ
う
な
も
の
は
半
輿
と
呼
ば
れ
、
も
と
は
寝
管
を
入
れ
て
運
ぶ
た
め
の
装
飾
さ
れ
た
輿
で
あ
り
、
霊
柩
車
の
出
現
や
、
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火
葬
場
の
関
係
な
ど
で
輿
は
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
装
飾
さ
れ
た
輿
の
正
面
半
分
だ
け
が
残
さ
れ
、
発
展
し
大
型
化
し
た
も
の
が

現
在
の
祭
壇
の
最
上
段
に
乗
っ
て
い
る
お
宮
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
半
輿
は
お
宮
の
よ
う
で
あ
る
が
、
祭
壇
を
飾
る
た
め
の
装
飾

品
で
あ
り
信
仰
の
対
象
で
は
な
い
。

こ
の
祭
壇
の
最
上
段
に
お
曼
荼
羅
を
安
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
葬
儀
本
来
の
遺
影
の
上
段
に
位
牌
が
置
か
れ
る
形
を
取
り
戻
し
、
祭
壇

を
須
弥
檀
に
し
、
日
蓮
宗
葬
儀
の
大
前
提
で
あ
る
故
人
の
霊
山
往
詣
を
よ
り
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
二
次
的
効
果
と
し
て
葬
儀
社
に
対
す
る
牽
制
が
期
待
で
き
る
。
葬
儀
社
は
自
分
た
ち
の
祭
壇
の
飾
り
付
け
に
絶
対
の
自
信
が
あ

り
、
こ
の
祭
壇
に
訂
正
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
極
度
に
嫌
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
祭
壇
に
僧
侶
が
お
曼
荼
羅
を
安
置
し
、
位
牌
と
遺
影
の

位
置
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
場
に
い
る
遺
族
や
親
族
に
葬
儀
社
に
対
し
て
僧
侶
の
絶
対
的
優
位
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
、

葬
儀
社
に
対
し
て
葬
儀
を
執
り
行
う
上
で
の
主
従
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

三
、
通
夜
説
教
の
重
要
性

通
夜
説
教
を
お
こ
な
う
僧
侶
は
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
年
ご
と
に
寺
檀
関
係
が
希
薄
化
し
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
今
ま
で
以
上
に
通

夜
説
教
の
重
要
性
は
増
し
て
い
る
と
考
え
る
。

以
前
で
あ
れ
ば
、
葬
儀
以
外
で
も
檀
家
は
寺
院
や
僧
侶
に
接
す
る
機
会
も
多
分
に
あ
っ
た
が
、
人
間
が
家
族
ご
と
、
い
と
も
簡
単
に
移

動
す
る
現
在
で
は
、
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
る
段
階
に
な
っ
て
初
め
て
寺
院
や
僧
侶
に
接
す
る
人
は
多
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
通
夜
に
お
け
る
法
話
は
、
ど
の
よ
う
な
僧
侶
が
ど
の
よ
う
な
教
義
で
葬
儀
を
お
こ
な
う
か
、
遺
族
や
親
族
に
知
っ
て
も
ら
う
第
一
歩
と

な
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
葬
儀
の
完
成
度
を
高
め
る
た
め
に
は
、
今
後
必
要
の
度
合
い
を
深
め
て
い
く
と
考
え
る
。
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四
、
告
別
の
文
字
を
使
わ
せ
な
い

現
在
で
は
葬
儀
と
告
別
式
は
ほ
ぼ
同
義
語
の
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
、
葬
儀
社
主
導
で
お
こ
な
わ
れ
る
今
日
の
葬
儀
に
お
い
て
は
、
日
蓮

宗
葬
儀
の
根
幹
で
あ
る
霊
山
往
詣
と
い
う
故
人
を
霊
山
浄
土
に
送
る
と
い
う
意
味
合
い
は
薄
れ
、
宗
教
性
の
無
い
故
人
と
別
れ
を
惜
し
む

と
い
う
告
別
式
の
度
合
い
を
強
め
て
い
る
。

告
別
式
と
は
本
来
、
宗
教
性
を
廃
し
た
別
れ
の
式
と
い
う
意
味
し
か
な
く
、
葬
儀
の
告
別
式
化
の
傾
向
は
、
僧
侶
を
し
て
葬
儀
に
付
き

も
の
の
読
経
を
す
る
音
響
効
果
的
な
あ
つ
か
い
の
度
を
強
め
て
い
る
。
結
婚
式
に
例
え
る
な
ら
、
神
前
結
婚
式
に
つ
き
も
の
の
雅
楽
の
奏

者
に
多
額
の
謝
礼
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
、
支
払
う
謝
礼
を
考
え
る
な
ら
奏
者
の
必
要
性
は
薄
れ
る
の
が
道
理
で
あ
る
。
今
ま
さ
に
、
こ

の
奏
者
の
立
場
に
僧
侶
が
立
た
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
僧
侶
が
執
り
行
う
葬
儀
の
必
要
性
が
薄
れ
て
い
る
よ
う
に
社
会
に
見
せ
て
い
る
の
は
、
僧
侶
自
身
で
あ

る
。
社
会
の
葬
儀
不
用
論
は
確
実
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
が
、
ま
だ
主
流
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
今
こ
そ
僧
侶
自
身
が
葬
儀
の
意
味
を
見
つ

め
、
行
状
文
を
書
き
、
祭
壇
に
お
曼
荼
羅
を
安
置
し
て
須
弥
檀
と
な
し
、
通
夜
説
教
お
こ
な
い
最
低
限
、
僧
侶
自
身
が
で
き
る
こ
と
を
お

こ
な
っ
た
上
で
、
葬
儀
社
と
社
会
に
対
し
て
、
日
蓮
宗
僧
侶
が
執
り
行
う
葬
儀
は
告
別
式
で
は
な
く
、
葬
儀
で
あ
る
と
は
っ
き
り
主
張
し

告
別
式
と
い
う
文
言
を
使
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
か
ら
の
新
し
い
変
化
を
生
む
た
め
に
も
、
日
蓮
宗
僧
侶
の
一
人
ひ
と
り
が
変
化
を
と
げ
な
け
れ
ば
、
日
蓮
宗
葬
儀
の
昇
華
も
存
続

も
難
し
い
。
今
現
在
が
、
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
と
考
え
る
。
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第
二
章

今
後
の
研
究
課
題
と
し
て

一
、
教
学

現
在
の
日
蓮
宗
葬
儀
に
関
し
て
定
ま
っ
た
教
学
は
あ
る
と
は
言
い
難
い
一
面
が
存
在
す
る
。
葬
儀
の
教
学
に
関
し
て
も
個
々
の
僧
侶
が

持
つ
会
通
的
な
部
分
で
何
と
か
保
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
現
状
と
見
て
も
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。

で
は
、
定
ま
っ
た
葬
儀
に
関
す
る
日
蓮
宗
教
学
が
見
当
た
ら
な
い
、
と
い
う
現
状
が
存
在
す
る
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑

問
が
出
て
く
る
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
も
の
は
多
岐
に
渡
る
と
思
う
が
、
そ
の
中
で
主
だ
っ
た
も
の
を
あ
げ
る
と
、「
習
慣
と
し
て
葬
儀

が
行
わ
れ
て
き
た
経
緯
で
、
教
学
的
な
見
直
し
が
疎
か
に
な
っ
て
い
た
」「
御
遺
文
に
葬
儀
に
関
し
て
、
明
確
な
言
葉
が
無
か
っ
た
」「
地

域
の
風
習
に
隔
た
り
が
大
き
く
、
全
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
等
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
三
つ
の
問
題
は
、
葬
儀
の
日
蓮
宗
教
学
を
考
え
た
場
合
、
今
も
厳
然
と
し
て
大
き
な
障
壁
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
日
蓮

宗
を
ふ
く
め
て
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
葬
儀
不
用
の
問
題
は
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
費
用
を
主
に
上
げ
た
も
の
で
は
な
く
、
葬
儀
自
体

を
不
要
と
考
え
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
蓮
宗
と
し
て
こ
の
問
題
に
早
急
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
「
葬
儀

は
な
ぜ
必
要
か
」
と
い
う
素
朴
に
し
て
核
心
を
つ
く
問
題
に
対
し
て
、
今
ま
で
葬
儀
を
執
り
行
っ
て
き
た
僧
侶
は
真
摯
に
答
え
る
必
要
が

あ
る
。

『
現
代
宗
教
研
究
』
第
三
九
号
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
に
載
せ
た
「
日
蓮
宗
葬
儀
、
あ
る
い
は
文
化
継
承
に
関
す
る
一
考
察
」
で
は
、

日
本
人
の
文
化
や
精
神
性
の
継
承
に
重
点
を
置
い
て
葬
儀
の
必
要
性
を
考
察
し
た
。

教
学
に
関
し
て
は
、
特
に
「
霊
山
往
詣
」
と
「
娑
婆
即
寂
光
」
を
中
心
に
、
日
蓮
宗
葬
儀
の
持
つ
意
味
や
意
義
に
つ
い
て
、
ご
遺
文
を
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元
に
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
結
論
を
得
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

こ
の
中
で
は
、
遺
族
の
供
養
に
よ
っ
て
、
故
人
が
霊
山
浄
土
に
往
詣
し
、
そ
の
と
き
遺
族
も
『
忘
持
経
持
』
の

教
主
釈
尊
御
宝
前
安
置
母
骨
五
体
投
地
合
掌
開
両
眼
拝
尊
容

歓
喜
余
身
心
苦
忽
息
。
我
頭
父
母
頭
我
足
父
母
足

我
十
指
父
母
十

指

我
口
父
母
口
。
譬
如
種
子
菓
子
身
与
影
。
教
主
釈
尊
成
道
浄
飯
・
摩
耶
得
道
。
吉
占
師
子
・
青
提
女
・
目
嬰
尊
者
同
時
成
仏

也
。
如
是
観
時
無
始
業
障
忽
消

心
性
妙
蓮
忽
開
給
歟
。
然
後
随
分
為
仏
事
無
事
故
還
給
﹇
云
云
﹈。

昭
和
定
本
一
一
五
一
頁

の
娑
婆
即
寂
光
の
境
地
に
至
る
と
、
考
察
を
進
め
て
い
る
が
、「
日
蓮
宗
葬
儀
、
あ
る
い
は
文
化
継
承
に
関
す
る
一
考
察
」
で
研
究
し
切

れ
て
い
な
い
項
目
も
多
い
。
そ
れ
は
「
霊
山
浄
土
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
」「
霊
山
往
詣
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
」「
霊
山
往
詣
と
娑
婆
即

寂
光
は
ど
う
違
う
の
か
」「
故
人
の
信
仰
に
よ
っ
て
霊
山
往
詣
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
後
の
葬
儀
や
法
事
は
必
要
な
の
か
」
等
で
あ
り
、
こ

れ
等
に
付
随
す
る
研
究
課
題
も
多
い
。

く
わ
え
て
、「
法
号
の
意
味
や
位
置
付
け
」
や
「
四
九
日
の
意
味
」「
法
事
の
必
要
性
」
な
ど
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
く
る
と
考
え
、
教

学
的
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
多
岐
に
渡
り
ま
た
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。

こ
の
世
間
か
ら
求
め
ら
れ
る
一
つ
一
つ
の
問
い
に
、
答
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
葬
儀
不
用
の
意
識
は
都
市
部
や
地
方
の
区
別
無
く
、
恐

ろ
し
い
勢
い
で
浸
透
し
て
い
く
と
考
え
る
。
今
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
正
念
場
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

二
、
地
域
に
残
る
風
習
や
習
慣
の
収
集
分
析

こ
の
「
地
域
に
残
る
風
習
や
習
慣
の
収
集
分
析
」
は
急
を
よ
う
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
各
地
域
に
残
る
風
習
や
習
慣
も
昨
今
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
影
響
で
、
地
域
の
独
自
性
も
薄
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
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ま
た
、
日
蓮
宗
葬
儀
の
独
自
性
を
保
つ
た
め
に
も
、
こ
の
「
地
域
に
残
る
風
習
や
習
慣
の
収
集
分
析
」
は
教
学
面
に
も
影
響
を
及
ぼ
す

可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
疎
か
に
は
で
き
な
い
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
が
、
こ
の
研
究
課
題
も
急
を
要
す

る
も
で
あ
る
が
、
一
朝
一
夕
に
は
完
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

第
三
章

葬
儀
の
法
式
や
式
次
第
の
見
直
し

現
在
の
葬
儀
に
お
い
て
の
法
式
は
、
教
学
不
在
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
状
態
の
中
で
存
在
し
て
い
る
。
管
見
で
は
あ
る
が
、
法
式

と
は
教
学
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
慣
習
や
風
習
の
み
で
は
成
立
し
え
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

法
式
の
式
次
第
や
所
作
に
は
、
教
義
的
な
意
義
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ
て
教
義
が
具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
法
衣
や
坐
作
身
体
の
細
か
い
と
こ
ろ
か
ら
、
全
体
の
流
れ
と
司
る
式
次
第
ま
で
、
し
っ
か
り
と
し
た
教
学
の
裏
づ
け
が
無
け
れ
ば
、

こ
れ
は
た
だ
の
慣
例
や
文
化
ま
た
は
風
習
で
あ
り
、
日
蓮
宗
の
法
式
や
式
次
第
と
銘
打
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

第
四
章

今
後
を
見
据
え
て
、
葬
儀
社
の
宗
門
指
定
制
の
模
索

現
在
の
葬
儀
で
社
会
が
問
題
視
す
る
の
は
費
用
に
関
す
る
事
柄
も
い
ま
だ
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中

で
、
寺
院
に
対
す
る
布
施
等
の
問
題
が
こ
と
さ
ら
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
言
う
葬
儀
費
用
の
大
半
を
持
っ
て
い
く
の
は
葬
儀
社

で
あ
る
。

こ
の
葬
儀
社
に
し
て
も
全
て
が
良
心
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
都
市
部
を
中
心
と
し
て
悪
徳
葬
儀
社
が
存
在
す
る
の
も
ま
た
事
実
で

あ
る
し
、
悪
徳
で
は
な
い
に
し
ろ
僧
侶
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
葬
儀
社
も
多
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
中
で
、
政
府
は
葬
儀
社
に
対
し
て
ま
だ
規
制
を
お
こ
な
っ
て
は
お
ら
ず
、
現
在
あ
る
葬
祭
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の

肩
書
き
は
葬
儀
に
関
す
る
知
識
を
認
め
る
も
の
で
、
葬
祭
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
い
る
葬
儀
社
が
良
心
的
で
、
費
用
に
関
し
て
も
公
平
で
あ
る

と
い
う
保
証
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

そ
こ
で
日
蓮
宗
と
し
て
葬
儀
費
用
の
面
ま
で
ふ
く
め
て
日
蓮
宗
葬
儀
執
行
で
き
う
る
葬
儀
社
を
、
宗
門
と
し
て
指
定
や
認
定
を
お
こ
な

い
、
僧
侶
を
ふ
く
め
て
遺
族
も
安
心
し
て
葬
儀
が
お
こ
な
え
る
環
境
を
宗
門
と
し
て
模
索
し
て
い
く
意
義
は
大
き
い
。

個
々
の
僧
侶
が
い
く
ら
努
力
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
お
の
ず
と
限
度
は
あ
り
、
そ
の
限
度
以
上
の
事
柄
に
つ
い
て
は
宗
門
も
社
会
に

対
し
て
働
き
か
け
を
お
こ
な
う
こ
と
が
、
よ
り
よ
い
葬
儀
環
境
を
整
え
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

宗
門
指
定
の
申
請
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に
考
え
る
な
ら
、
ま
ず
葬
儀
に
か
か
る
諸
費
用
に
つ
い
て
具
体
的
に
知
る
必
要
が
あ
る
。
ま

ず
葬
儀
に
必
要
な
祭
壇
や
棺
そ
れ
に
附
随
す
る
諸
々
の
道
具
、
そ
し
て
葬
祭
場
の
使
用
料
な
ど
が
詳
し
く
分
か
る
も
の
。
そ
し
て
、
セ
ッ

ト
料
金
が
あ
る
も
の
に
は
、
セ
ッ
ト
の
内
容
と
料
金
が
分
か
る
書
類
や
、
そ
の
他
の
飲
食
や
お
返
し
な
ど
そ
の
つ
ど
変
化
す
る
物
の
費
用

や
単
価
な
ど
は
、
最
低
限
の
申
請
の
書
類
の
必
要
事
項
と
し
た
い
。
そ
し
て
葬
祭
場
を
持
っ
て
い
る
葬
儀
社
の
場
合
に
は
、
葬
祭
場
の
見

取
り
図
と
座
配
の
見
取
り
図
な
ど
も
必
要
に
な
る
と
考
え
る
。

く
わ
え
て
、
会
員
等
を
募
っ
て
い
る
葬
儀
社
の
場
合
で
は
、
入
会
の
案
内
と
契
約
書
や
な
ど
の
提
出
も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
申
請

書
類
を
吟
味
し
て
、
檀
信
徒
に
不
利
益
に
な
る
箇
所
が
あ
れ
ば
訂
正
を
促
し
、
檀
信
徒
に
不
利
益
な
箇
所
が
無
い
こ
と
を
確
認
し
、
ま
た

日
蓮
宗
と
し
て
葬
儀
が
行
え
る
状
況
が
整
っ
て
い
る
か
も
合
わ
せ
て
吟
味
し
て
宗
門
の
指
定
を
与
え
る
と
い
っ
た
手
順
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
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第
五
章

終
わ
り
に

日
蓮
宗
と
し
て
今
後
、
葬
儀
に
関
す
る
問
題
は
社
会
教
化
の
一
環
と
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
痛
感
し
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
一

寺
院
や
地
方
単
位
の
宗
務
所
の
み
で
は
、
解
決
困
難
で
あ
り
、
宗
務
所
単
位
の
個
別
の
対
応
で
は
補
い
き
れ
な
い
大
き
な
問
題
で
あ
る
と

考
え
る
。

宗
務
所
と
宗
務
院
の
連
携
を
取
り
な
が
ら
、
一
方
が
強
制
的
に
お
こ
な
っ
た
り
、
中
央
が
大
枠
の
方
向
性
だ
け
を
示
し
、
あ
と
は
地
方

任
せ
に
す
る
な
ど
せ
ず
、
中
央
と
地
方
が
情
報
を
共
有
し
、
地
方
は
檀
信
徒
、
未
信
徒
を
問
わ
ず
き
め
の
細
か
い
対
応
を
と
り
、
地
方
単

独
で
お
こ
な
え
な
い
総
合
的
な
情
報
収
集
や
広
報
活
動
を
お
こ
な
う
よ
う
な
、
役
割
分
担
を
し
、
日
蓮
宗
全
体
と
し
て
葬
儀
問
題
に
取
り

組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。


