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戦
後
の
葬
儀
慣
習
の
変
化
と
そ

の
意
味　
二
つ
の
個
人
化 

　
近
世
の
寺
請
檀
家
制
に
お
け
る
寺
院

は
、
仏
教
の
宗
教
施
設
で
あ
る
と
同
時

に
、「
家
」
共
同
体
の
先
祖
祭
祀
の
場
で

も
あ
っ
た
。
そ
の
構
成
員
の
生
活
を
支

え
る
家
産
（
土
地
や
「
店
」
な
ど
）
を

も
た
ら
し
て
く
れ
た
先
祖
を
祭
祀
し
、

家
産
を
い
か
に
次
代
に
継
承
す
る
か
が

重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方

で
葬
式
は
、
タ
テ
の
系
譜
的
な
つ
な
が

り
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
家
が
存
在
し

て
い
る
地
域
社
会
で
の
家
同
士
の
ヨ
コ

の
つ
な
が
り
（
地
域
互
助
や
不
幸
音
信

帳
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
な
累
代
的
な
贈

答
の
つ
き
あ
い
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら

れ
た
）
と
の
交
点
の
上
に
成
立
し
て
い

た
。
ま
た
、
葬
式
の
規
模
や
墓
の
大
き

さ
、
院
号
な
ど
戒
名
の
格
付
け
は
、
序

列
づ
け
ら
れ
た
家
格
の
上
に
成
り
立
っ

て
お
り
、祭
礼
な
ど
の
行
事
と
同
様
に
、

葬
儀
に
お
い
て
格
上
の
家
は
格
に
応
じ

た
経
済
的
な
負
担
を
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
地
域
に
は
「
共
葬
」
の
関
係
が
成

立
し
て
お
り
、
か
つ
て
寺
院
は
そ
の
中

心
に
位
置
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い

え
る
。

①�

地
域
共
同
体
の
葬
儀
か
ら
の
「
家
」

も
し
く
は
家
族
の
葬
儀
へ
　

　
最
初
の
個
人
化

　
そ
う
し
た
個
々
の
「
家
」
の
集
団
か

ら
な
る
地
域
を
中
心
と
し
た
先
祖
祭
祀

の
あ
り
方
が
大
き
く
変
化
す
る
の
が
、

戦
後
、
特
に
高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え

た
一
九
七
〇
年
代
で
あ
る
。全
国
的
に
、

①
中
心
儀
礼
の
変
化
：
葬
列
（
野
辺
送

り
）
か
ら
告
別
式
、
②
葬
儀
実
働
補
助

の
変
化
：
葬
式
組
か
ら
葬
儀
社
、
③
葬

法
の
変
化
：
土
葬
か
ら
火
葬
、
の
三
つ

が
並
行
す
る
形
で
、
葬
儀
慣
行
が
変
化

し
て
い
っ
た
。①
お
よ
び
②
の
変
化
は
、

就
業
形
態
が
農
業
な
ど
自
営
的
な
も
の

か
ら
勤
出
す
る
形
態
へ
と
変
わ
り
、
つ

き
あ
い
の
範
囲
が
広
く
か
つ
浅
く
な
る

こ
と
で
普
及
す
る
。
③
は
都
市
的
な
衛

生
習
慣
や
土
地
有
効
利
用
の
考
え
方
と

と
も
に
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
変
化
は
、
地

域
社
会
の
生
活
形
態
が
都
市
的
に
な
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
生
活
様
式
の
「
都
市

化
」、特
に
職
住
関
係
の
変
化
が
大
き
く

関
係
し
て
い
る
。

　
そ
れ
に
よ
っ
て
葬
儀
を
行
う
意
味
づ

け
自
体
も
変
化
し
た
。
村
を
あ
げ
て
行

う
地
域
共
同
体
主
体
の
行
事
が
告
別
式

中
心
の
葬
儀
と
な
り
、
葬
祭
業
者
が
主

た
る
実
働
を
担
う
よ
う
に
な
る
と
、
葬

儀
は
喪
家
の
私
わ
た
く
しの
行
事
と
な
っ
た
。
ア

リ
エ
ス
が
『
死
を
前
に
し
た
人
間
』
の

中
で
述
べ
て
い
る
、
二
十
世
紀
初
め
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
死

者
が
も
っ
て
い
た
公
共
的
性
格
が
失
わ

れ
、
近
親
の
死
は
隠
す
べ
き
私
的
な
も

の
と
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
「
倒
立
し

た
死
」
の
状
況
と
相
通
ず
る
。

　
こ
う
し
た
変
化
は
葬
儀
や
先
祖
祭
祀

の
「
個
人
化
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

い
え
る
。
か
つ
て
の
葬
儀
は
、
地
域
が

主
体
と
な
っ
て
行
う
「
送
り
出
し
」
中

心
の
儀
礼
で
あ
っ
た
が
、
家
や
家
族
が

行
う
関
係
者
か
ら
の「
弔
問
を
受
け
る
」

行
事
へ
と
変
化
し
た
。
同
時
に
、戦
後
、

死
者
へ
の
直
接
対
処
を
専
門
家（
病
院
、

葬
祭
業
者
等
）
に
任
せ
、
一
定
の
処
理

が
な
さ
れ
る
ま
で
肉
親
で
あ
っ
て
も
死

者
と
直
接
接
触
す
る
こ
と
を
避
け
る
傾

向
が
強
ま
っ
た
。
映
画『
お
く
り
び
と
』

で
表
現
さ
れ
た
よ
う
に
、
お
く
り
び
と

と
は
地
域
の
仲
間
や
遺
族
で
は
な
く
葬

祭
業
者
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
戦
後
、冠
婚
葬
祭
互
助
会
が
発
達
し
、

葬
祭
業
者
は
情
報
産
業
と
し
て
の
性
格

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
病
院
や

組
合
の
指
定
業
者
と
な
っ
た
り
、
新
聞

雑
誌
な
ど
に
広
告
を
出
す
よ
う
に
な

る
。
従
来
の
地
域
（
寺
院
檀
家
）
に
根

付
く
家
内
商
業
的
で
小
規
模
の
営
業
形

態
か
ら
、
積
極
的
に
浮
動
顧
客
を
つ
か

ま
え
る
業
態
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。

　
さ
ら
に
核
家
族
化
が
進
み
「
家
」
意

識
が
弱
ま
る
と
、
葬
儀
は
「
故
人
の
家

族
（
遺
族
）
連
合
」
の
行
事
と
な
る
。

葬
送
儀
礼
を
振
り
返
る
②　
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戦
後
、
多
く
の
人
が
勤
め
人
と
な
り
、

「
家
産
」の
継
承
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り

意
味
を
持
た
な
く
な
っ
た
。
一
般
的
に

は
、
子
ど
も
は
親
と
異
な
る
職
業
に
就

く
よ
う
に
な
り
、
職
住
分
離
に
よ
り
、

地
域
の
つ
き
あ
い
と
職
場
の
つ
き
あ
い

が
一
致
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
稀
と
な

っ
た
。
都
市
部
に
お
い
て
は
喪
主
を
故

人
の
妻
が
つ
と
め
、
会
葬
者
の
多
く
は

故
人
の
関
係
者
で
は
な
く
、
故
人
の
子

ど
も
達
の
関
係
者
が
占
め
る
葬
儀
が
多

く
な
っ
て
い
っ
た
。

②�

自
己
表
現
と
し
て
の
葬
儀
　

　
第
二
の
個
人
化

　
平
成
以
降
に
は
、
特
に
大
都
市
部
を

中
心
に
、
従
来
の
葬
儀
や
墓
地
の
あ
り

方
に
つ
い
て
の
批
判
や
変
革
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
い
く
つ
も
み
ら
れ
た
。
ひ

と
つ
に
は
継
承
者
が
い
な
い
人
間
の
墓

地
取
得
の
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
継

承
者
が
無
い
女
性
ら
が
無
縁
化
す
る
こ

と
を
問
題
と
し
て
結
成
さ
れ
た
「
女
の

碑
の
会
」
や
、
血
縁
の
継
承
者
で
は
な

く
同
じ
墓
地
に
入
る
人
々
が
共
同
で
祭

祀
を
行
う
「
も
や
い
の
会
」
な
ど
の
活

動
は
こ
の
こ
ろ
は
じ
め
ら
れ
た
。
さ
ら

に
「
葬
送
の
自
由
を
す
す
め
る
会
」
が

提
唱
す
る
「
自
然
葬
」
の
よ
う
に
、
遺

骨
を
山
や
海
に
撒
い
た
り
、
霊
園
内
の

区
画
に
撒
く
（
ス
キ
ャ
タ
リ
ン
グ
）
な

ど
、
従
来
の
よ
う
な
墓
地
を
持
た
な
い

運
動
も
お
こ
っ
た
。

　
葬
儀
で
は
、
生
前
に
本
人
の
葬
儀
の

や
り
方
の
希
望
を
書
い
た
遺
言
ノ
ー
ト

を
預
か
り
、
死
後
、
希
望
通
り
の
葬
儀

プ
ラ
ン
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
補
助
す

る
ウ
ィ
ル
バ
ン
ク
（
遺
言
銀
行
）
が
話

題
に
な
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
ま

た
、寺
院
や
葬
祭
業
者
な
ど
依
頼
せ
ず
、

仲
間
ど
う
し
で
手
づ
く
り
の
葬
儀
を
実

現
し
よ
う
と
す
る
「
自
分
葬
」
の
運
動

が
マ
ス
コ
ミ
等
で
紹
介
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
墓
地
や
葬
儀
の
あ
り
方
を

改
革
し
よ
う
と
す
る
運
動
は
、「
他
者

（
親
な
ど
）を
ど
う
葬
る
べ
き
か
」で
は

な
く「
自
分
自
身
が
ど
う
葬
ら
れ
る
か
」

と
い
う
視
点
か
ら
考
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
従
来
的
な
家
を
中
心
と
し
た
葬

儀
よ
り
「
故
人
」
の
た
め
の
葬
儀
を
強

調
す
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
葬
式
を

葬
ら
れ
る
側
主
体
で
考
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
葬
儀
を
死
ん
で
ゆ

く
者
の
最
後
の
自
己
表
現
と
見
る
新
し

い
傾
向
は
、
さ
ら
に
進
ん
だ
第
二
段
階

目
の
葬
儀
の
個
人
化
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
従
来
、
知
人
の
親
の
葬
儀
に
会
葬
す

る
の
は
、
遺
族
を
弔
問
す
る
た
め
で
あ

り
、
半
ば
公
的
で
社
会
的
な
儀
礼
で
あ

っ
た
。
そ
の
一
方
、
亡
く
な
る
ま
で
親

密
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
者
か
ら
み
れ

ば
、
葬
儀
は
故
人
を
偲
び
供
養
す
る
た

め
の
儀
礼
で
あ
り
、
個
人
的
、
私
的
な

行
事
と
な
る
。
近
年
、
後
者
の
考
え
方

の
方
が
一
般
的
に
な
り
、
肝
心
の
故
人

を
知
ら
な
い
会
葬
者
に
よ
る
葬
儀
は
、

義
理
に
よ
る
心
の
こ
も
ら
な
い
「
形
式

的
」
な
も
の
、
会
葬
者
に
よ
け
い
な
時

間
を
使
わ
せ
る
の
も
申
し
訳
な
い
と
し

て
避
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

③
少
子
高
齢
化
社
会
の
葬
儀

　
現
在
の
よ
う
に
社
会
の
高
齢
化
が
進

ん
で
、
か
な
り
の
割
合
の
人
が
八
十
歳

か
ら
九
十
歳
で
亡
く
な
る
よ
う
に
な
る

と
、
そ
の
子
ど
も
の
世
代
で
す
ら
社
会

的
に
は
リ
タ
イ
ヤ
し
て
い
る
こ
と
が
多

く
な
り
、
結
果
的
に
会
葬
者
は
減
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
高
齢
者
の
場
合
、

特
に
施
設
に
入
っ
て
る
場
合
な
ど
で

は
、
生
前
の
人
間
関
係
が
非
常
に
希
薄

に
な
り
、
葬
儀
に
呼
ぶ
べ
き
関
係
者
が

ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
状
況
に
な

る
。
最
近
の
都
内
葬
儀
に
つ
い
て
の
調

査
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
葬
儀
で
も
会
葬

者
が
減
る
傾
向
が
あ
り
、
十
数
年
前
ま

で
は
百
人
～
百
五
十
人
く
ら
い
の
会
葬

が
あ
る
の
は
普
通
だ
っ
た
の
に
、
今
で

は
五
十
人
く
ら
い
の
会
葬
が
あ
れ
ば
多

い
方
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
き
て
い

る
。

　
近
年
、
火
葬
す
る
だ
け
で
僧
侶
に
依

頼
し
て
葬
儀
を
行
わ
な
い
「
直
葬
（
ち

ょ
く
そ
う
）」
や
、基
本
的
に
は
家
族
の

み
で
小
規
模
の
葬
儀
を
行
う「
家
族
葬
」

が
増
え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
葬
儀
の

個
人
化
に
よ
り
、
葬
儀
に
お
け
る
自
己

表
現
の
幅
は
拡
が
っ
た
が
、
一
般
の
死

者
の
場
合
、
社
会
的
な
意
味
づ
け
を
も

た
せ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
難
し
く
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

村
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匡
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一
九
六
〇
年
群
馬
県
生
ま
れ
。
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
宗
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
研
究
員
。
群
馬
県
高
崎
市
天
台
宗
妙

典
寺
副
住
職
。
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




