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１
．
今
日
の
葬
送
儀
礼
を
め
ぐ
る
状
況 

　
近
年
、
日
本
の
仏
教
と
葬
儀
を
め
ぐ

る
状
況
は
大
き
く
変
化
を
し
て
き
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。
従
来
、
亡
く
な
る
人

全
体
の
九
割
以
上
は
仏
教
式
葬
儀
で
葬

ら
れ
て
き
た
。
葬
式
を
せ
ず
た
だ
遺
体

を
火
葬
す
る
の
み
の
「
直
葬
」
や
家
族

の
み
で
葬
式
を
お
こ
な
う
「
家
族
葬
」

と
い
っ
た
葬
儀
簡
素
化
の
動
き
や
、
ふ

る
さ
と
の
墓
を
整
理
す
る「
墓
じ
ま
い
」

な
ど
「
墓
」
や
「
先
祖
」
の
継
承
を
途

絶
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
う
し
た
変
化
の
背
景
に
は
、
地

方
か
ら
都
市
へ
の
人
口
移
動（
都
市
化
）

や
少
子
高
齢
化
に
よ
る
家
族
や
人
間
関

係
の
変
化
（
個
人
化
）
の
問
題
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
背
景
に
は
年
間
三
万

人
を
超
え
る
孤
独
死
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
人
々
の
孤
立
状
況
が
あ
り
、
生
き

て
い
る
個
人
を
中
心
と
す
る
生
死
観
に

よ
っ
て
、「
終
活
」
や
「
断
捨
離
」
な
ど

「
他
者
に
迷
惑
を
か
け
な
い
」た
め
の
死

に
支
度
の
ブ
ー
ム
が
生
み
出
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
三
回
に
わ
た
っ
て
、
日

本
に
お
け
る
仏
教
と
葬
儀
と
の
関
わ
り

の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
葬
儀
と

社
会
変
化
の
関
係
、「
死
」
を
扱
う
文
化

の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

２
．
日
本
に
お
け
る
仏
教
と
庶
民
葬
儀

の
歴
史

　
六
世
紀
に
日
本
へ
公
伝
さ
れ
た
仏
教

は
、
奈
良
時
代
に
は
、
朝
廷
が
寺
を
作

り
（
官
寺
）、正
式
な
僧
侶
と
し
て
の
資

格
を
あ
た
え
る
（
官
僧
）、国
家
仏
教
と

し
て
の
体
制
と
な
っ
た
。
官
僧
で
あ
る

僧
侶
は
、
経
典
研
究
の
ほ
か
国
家
鎮
護

の
祈
祷
を
行
う
こ
と
が
主
な
任
務
で
あ

っ
た
た
め
、
死
穢
を
さ
け
る
必
要
が
あ

り
、
天
皇
や
大
貴
族
の
葬
儀
を
除
い
て

死
者
に
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
平

安
後
期
に
な
り
、
官
僧
と
し
て
の
立
場

を
は
な
れ
て
、
個
人
の
救
済
を
目
的
と

す
る
遁
世
僧
と
よ
ば
れ
る
僧
た
ち
が
現

れ
、
仏
教
が
一
般
の
人
々
の
葬
儀
に
関

わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

①
末
法
思
想
と
浄
土
信
仰

　
平
安
末
期
の
永
承
七
年（
一
〇
五
二
）

か
ら
、
教
え
は
あ
っ
て
も
正
し
く
修
行

で
き
ず
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
末

法
の
世
に
入
っ
た
と
さ
れ
、
阿
弥
陀
如

来
を
念
じ
て
、
死
後
そ
の
浄
土
に
赴
い

て
悟
り
を
開
く
と
い
う
浄
土
信
仰
が
広

ま
っ
た
。
こ
の
頃
、
恵え

心し
ん

僧そ
う

都ず

源げ
ん

信し
ん

に

よ
り
、
阿
弥
陀
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
た

め
の
念
仏
実
践
の
指
南
書
と
し
て
『
往

生
要
集
』
が
著
さ
れ
た
。
当
時
、
阿
弥

陀
仏
の
姿
形
を
観
察
す
る「
観
想
念
仏
」

と
、阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
と
な
え
る「
称

名
念
仏
」
の
両
方
が
用
い
ら
れ
た
が
、

元
々
は
「
観
想
」
に
よ
り
比
重
が
置
か

れ
て
い
た
。
死
を
迎
え
る
た
め
の
正
し

い
作
法
で
あ
る
臨
終
行
儀
を
実
践
す
る

二
十
五
三
昧
講
が
貴
族
階
級
を
中
心
に

盛
ん
と
な
っ
た
。
芥
川
龍
之
介
が
『
今

昔
物
語
』
に
素
材
を
求
め
た
「
六
の
宮

の
姫
君
」
で
は
、
死
に
瀕
し
た
姫
君
に

阿
弥
陀
の
御
名
を
唱
え
仏
の
姿
を
念
ず

る
よ
う
勧
め
る
高
徳
の
法
師
が
描
か
れ

て
い
る
。『
往
生
要
集
』の
臨
終
行
儀
に

は
、
西
向
き
に
無
常
院
と
い
う
建
物
を

つ
く
り
、
病
人
が
い
た
ら
そ
の
中
に
寝

か
せ
る
。
堂
の
中
に
安
置
し
た
仏
像
の

左
の
手
中
に
繋
い
だ
五
色
の
幡
の
先
を

病
者
に
握
ら
せ
て
、
仏
に
従
っ
て
浄
土

に
往
く
思
い
を
お
こ
さ
せ
る
。
看
病
人

は
香
を
た
き
花
を
ま
い
て
、
病
者
を
荘

厳
す
る
等
の
、
臨
終
の
作
法
が
記
さ
れ

て
い
る
。
宇
治
の
平
等
院
鳳
凰
堂
の
阿

弥
陀
来
迎
図
や
、
金
戒
光
明
寺
の
山
越

阿
弥
陀
図
に
は
、
臨
終
の
信
者
を
迎
え

に
来
る
阿
弥
陀
如
来
が
描
か
れ
た
。

　
鎌
倉
期
に
な
る
と
二
十
五
三
昧
講
は

全
国
的
に
普
及
す
る
が
、
僧
侶
が
中
心

で
あ
っ
た
も
の
か
ら
在
家
を
中
心
と
す

る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
正
し
く
臨
終
を

迎
え
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
死
後

に
葬
儀
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
今
日
と
同
じ
よ
う
に
、

死
ん
だ
後
に
戒
名
を
与
え
て
僧
侶
と
し

葬
送
儀
礼
を
振
り
返
る
①　
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（
没
後
作
僧
）、
浄
土
で
修
行
を
さ
せ
る

形
が
と
ら
れ
た
。
墓
地
の
中
に
往
生
院

が
設
け
ら
れ
、
墓
堂
を
守
る
二
十
五
三

昧
聖
は
御
坊
（
お
ん
ぼ
う
）
と
呼
ば
れ

た
。

　
十
一
世
紀
く
ら
い
ま
で
仏
教
式
の
葬

儀
は
一
定
以
上
の
階
層
の
た
め
の
も
の

で
あ
り
、
同
じ
く
芥
川
龍
之
介
の
「
羅

生
門
」
に
描
写
さ
れ
る
よ
う
に
、
庶
民

が
亡
く
な
っ
て
も
遺
体
は
特
定
の
葬
地

に
遺
棄
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
埋
葬
さ

れ
た
と
し
て
も
定
期
的
に
墓
参
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

②
清
規
と
庶
民
仏
教
葬
儀
式
の
形
成

　
唐
の
時
代
の
禅
僧
、
百
ひ
ゃ
く

丈じ
ょ
う

懐え

海か
い

は
、

僧
堂
に
お
い
て
日
常
生
活
を
行
う
上
で

の
規
範
で
あ
る「
清
規
」を
制
定
し
た
。

そ
の
後
、
宋
代
に
作
ら
れ
た
『
禅
苑
清

規
』
に
は
、尊そ
ん
し
ゅ
く宿（

住
持
と
な
っ
た
僧
）

の
た
め
の
葬
法
と
、
亡ぼ
う
そ
う僧

（
修
行
途
中

で
な
く
な
っ
た
僧
）
の
た
め
の
葬
法
の

二
つ
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
亡
僧
葬
法

に
は
、
湯
灌
や
位
牌
、
回
向
な
ど
今
日

の
仏
式
葬
儀
で
も
行
わ
れ
る
項
目
が
並

ん
で
い
る
。
こ
の
亡
僧
葬
法
を
も
と
に

し
て
、
現
在
の
日
本
仏
教
各
宗
派
の
在

家
庶
民
の
た
め
の
仏
教
葬
儀
の
儀
礼
の

様
式
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
「
家
」
の
成
立
と
寺
檀
制
度

　

竹
田
聴
洲
は
開
創
伝
の
調
査
に
よ

り
、
ほ
と
ん
ど
の
寺
院
が
応
任
の
乱
の

あ
っ
た
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
か
ら

徳
川
幕
府
に
よ
っ
て「
諸
宗
寺
院
法
度
」

が
出
さ
れ
た
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）

ま
で
の
約
二
百
年
の
間
に
開
創
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
時

期
は
中
世
の
武
士
同
族
団
に
よ
る
支
配

と
荘
園
制
が
崩
れ
、近
世
以
降
の
「
村
」

組
織
の
原
型
と
な
っ
た
郷
村
制
が
成
立

し
た
時
期
で
あ
り
、
中
小
農
民
が
台
頭

し
、
個
々
に
独
立
し
た
「
家
」
が
確
立

し
て
く
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ま

で
外
か
ら
来
訪
す
る
宗
教
者
に
死
者
の

供
養
を
依
頼
し
て
い
た
も
の
が
、
幕
府

が
定
住
化
を
進
め
る
政
策
を
と
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
墓
地
内
の
墓
堂
が
寺
へ
と

発
達
し
た（
墓
寺
）。
生
産
の
基
盤
で
あ

る
土
地
を
累
代
に
継
承
す
る
「
家
」
は

祖
先
祭
祀
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
が
仏
教
の
葬
式
、
供
養
儀
礼

と
結
び
つ
い
た
。
阿
弥
陀
信
仰
を
も
つ

浄
土
系
諸
派
や
、
早
く
か
ら
在
家
向
け

の
葬
儀
の
様
式
を
確
定
し
て
い
た
禅
宗

が
こ
の
時
期
に
、
大
き
く
教
線
を
伸
ば

し
た
。
自
生
的
に
発
生
し
て
き
た「
家
」

と
寺
と
の
関
係
の
上
に
、
切
支
丹
禁
制

を
目
的
と
し
た
宗
門
改
め
や
寺
請
制
度

が
制
度
的
な
裏
付
け
を
与
え
、
今
日
の

寺
檀
制
度
の
基
礎
を
作
る
こ
と
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

３
．
仏
教
と
「
死
」
を
扱
う
文
化

　
日
本
に
お
け
る
仏
教
葬
儀
の
変
遷
を

見
る
な
ら
ば
、
天
皇
や
大
貴
族
の
た
め

に
発
達
し
た
「
死
」
を
め
ぐ
る
苦
し
み

に
対
応
す
る
文
化
が
、
江
戸
時
代
を
経

て
庶
民
一
般
に
ま
で
普
及
し
て
き
た
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
も
そ
も
釈
迦
は
葬
儀
を
す
る
な
と

遺
言
し
た
の
で
あ
り
、
仏
教
が
葬
儀
に

関
わ
る
の
は
お
か
し
い
と
か
、
死
で
は

な
く
生
の
問
題
に
関
わ
る
べ
き
と
の
意

見
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
僧
侶
は
悟
り
を

開
く
た
め
に
修
行
を
す
る
も
の
で
あ

り
、
葬
儀
を
行
う
こ
と
は
余
儀
で
あ
る

と
い
う
人
も
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

葬
儀
が
大
部
分
の
寺
院
に
と
っ
て
経
営

の
根
幹
を
な
し
て
き
た
と
い
う
ば
か
り

で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
の
開
創
さ
れ

た
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
。

　
四
苦
八
苦
の
中
に
死
な
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
苦
し
み
（
死
苦
）
や
、
大
切
な

者
を
失
う
苦
し
み
（
愛
別
離
苦
）
が
あ

る
よ
う
に
、「
死
」
は
仏
教
が
関
わ
る
べ

き
根
本
問
題
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
き

た
と
い
え
る
。
葬
儀
不
要
論
が
唱
え
ら

れ
る
た
び
に
、
反
論
と
し
て
葬
儀
の
持

つ
デ
ス
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
自
己
の

死
を
い
か
に
受
け
入
れ
る
か
）
や
グ
リ

ー
フ
ワ
ー
ク
（
遺
族
の
悲
嘆
を
い
か
に

癒
や
す
か
）
の
機
能
が
主
張
さ
れ
て
き

た
理
由
で
も
あ
る
。
他
と
明
確
に
区
分

さ
れ
た
自
分
が
あ
り
、
死
に
よ
っ
て
そ

の
自
分
が
無
く
な
る
と
考
え
る
こ
と
こ

そ
が
「
死
苦
」
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、

仏
教
の
教
説
や
儀
礼
を
通
じ
て
、
自
分

の
い
の
ち
が
自
分
の
血
縁
や
血
縁
以
外

の
生
き
と
し
生
け
る
者
と
の
つ
な
が
り

の
中
で
生
き
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
死
」
に
由
来
す
る
苦

や
悲
嘆
を
癒
や
す
こ
と
が
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
。
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。
東
京
大

学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
修
了
（
宗
教

学
）。
文
学
博
士
。
天
台
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編
著
書
に
『
慰
霊
の
系
譜

―
死
者
を
記
憶
す
る
共
同
体
』『
社
葬
の
経

営
人
類
学
』
な
ど




