
５
．		「
故
人
の
た
め
の
葬
儀
」
と
「
終
活
」

　
た
び
た
び
引
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
仏

哲
学
者
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
「
一
人

称
の
死
」「
二
人
称
の
死
」「
三
人
称
の
死
」

が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
自
分
の
死
」「
大

切
な
人
の
死
」「
他
人
の
死
」
と
い
う
意
味

で
、
最
初
の
死
が
「
死
苦
」、
二
番
目
が

「
愛
別
離
苦
」
で
あ
る
。
前
節
で
は
、と
く

に
高
度
経
済
成
長
期
以
後
か
ら
、
葬
儀
で

は
多
く
の
故
人
を
知
ら
な
い
会
葬
者
に
と

っ
て
そ
の
死
は
「
他
人
の
死
」
で
あ
り
、

葬
儀
に
会
葬
す
る
の
は
義
理
で
形
式
的
な

も
の
と
の
印
象
を
も
た
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
述
べ
た
。
最
初
の
個
人
化
に
よ

っ
て
、
葬
儀
は
遺
族
を
弔
問
す
る
た
め
の

儀
礼
、
す
な
わ
ち
二
人
称
の
死
に
関
わ
る

儀
礼
と
な
り
、一
九
九
〇
年
頃
か
ら
は「
自

分
は
ど
う
葬
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
一
人

称
の
儀
礼
に
変
わ
っ
た
。
葬
儀
は
「
自
己

の
最
終
表
現
」
と
な
り
、「
人
生
の
卒
業

式
」
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
明
治
時
代
の
後
期
く
ら
い
か
ら
葬
儀
費

用
が
冗じ

ょ
う
ひ費

（
無
駄
な
費
用
）
で
あ
る
と
の

批
判
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
家
」
や
会

社
な
ど
が
社
会
に
対
し
て
威
儀
を
示
す
儀

礼
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
親
の
葬
式
を

出
し
て
一
人
前
」
と
の
言
葉
の
よ
う
に
喪

主
や
遺
族
の
社
会
儀
礼
と
し
て
の
性
格
を

も
っ
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
こ
と
は
「
見

栄
」「
無
駄
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
「
自
分
は
無
宗
教
だ
か
ら
従

来
の
仏
教
式
の
葬
式
は
希
望
し
な
い
」
と

い
う
形
で
の
葬
式
無
用
運
動
が
太
田
典
礼

ら
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
の
は
一
九
六
八

年
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に

は
そ
う
し
た
考
え
方
が
一
般
化
し
て
く

る
。

　
「
終
活
」（
人
生
の
終
わ
り
の
た
め
の
活

動
）
や
「
死
に
支
度
」
と
い
う
言
葉
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
も
こ
の
頃

か
ら
で
あ
る
。
一
九
九
四
年
に
は
、
ア
エ

ラ
臨
時
増
刊『
死
の
準
備
─
人
生
の
店
じ

ま
い
に
』
が
出
版
さ
れ
た
。
自
ら
の
死
へ

の
準
備
と
し
て
、
持
ち
物
を
減
ら
し
て
ゆ

く
シ
ン
プ
ル
ラ
イ
フ
が
推
奨
さ
れ
た
。
身

の
回
り
を
す
っ
き
り
さ
せ
心
を
整
理
す
る

「
断
捨
離
」（
ヨ
ガ
の
断
行
、
捨
行
、
離
行
）

と
も
通
じ
る
。「
終
活
」で
は
モ
ノ
の
整
理

だ
け
で
な
く
、
遺
書
を
作
る
な
ど
し
て
自

ら
の
葬
儀
や
死
後
の
処
理
の
希
望
を
遺
す

こ
と
も
含
ま
れ
る
。

　
「
終
活
」
の
考
え
方
の
背
後
に
は
、親
戚

や
地
域
、
会
社
と
い
っ
た
し
が
ら
み
を
断

っ
て
き
た
戦
後
の
社
会
変
化
を
肯
定
的
に

評
価
し
た
上
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ

た
「
ひ
と
り
で
死
ぬ
こ
と
」
を
引
き
受
け

て
い
く
べ
き
と
の
姿
勢
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。『
お
ひ
と
り
さ
ま
の
老
後
』（
法
研
）

を
書
い
た
社
会
学
者
上
野
千
鶴
子
は
、
準

備
さ
れ
た
「
在
宅
ひ
と
り
死
」
と
無
縁
死

を
区
別
し
、
ひ
と
り
で
死
ぬ
こ
と
自
体
を

不
幸
と
思
う
必
要
は
な
い
と
す
る
。
お
ひ

と
り
さ
ま
の
「
死
に
方
」
と
し
て
、
間
を

お
か
ず
発
見
し
て
も
ら
え
る
よ
う
こ
ま
め

な
人
間
関
係
を
作
る
こ
と
、
遺
し
た
ら
遺

さ
れ
た
人
が
困
る
よ
う
な
も
の
は
早
め
に

処
分
す
る
こ
と
、
葬
儀
や
墓
の
希
望
を
伝

え
、
必
要
な
費
用
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
す

る
こ
と
、
な
ど
の
準
備
を
し
て
お
く
こ
と

が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。

　
戦
後
、
日
本
人
は
個
の
自
立
を
尊
重
す

る
社
会
を
作
り
上
げ
て
き
た
。「
ま
わ
り
に

迷
惑
を
か
け
な
い
」は
そ
れ
を
象
徴
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
認
知
症
高
齢
者
の
権
利

保
護
の
た
め
の
成
人
後
見
制
度
が
必
要
と

さ
れ
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
高

齢
単
身
者
の
増
加
は
自
己
に
対
し
て
完
全

な
責
任
能
力
を
持
ち
得
な
い
者
の
増
加
を

否
応
な
く
招
来
す
る
。
誰
で
も
死
ぬ
と
き

は
ひ
と
り
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、「
問
題
の

な
い
在
宅
ひ
と
り
死
」
を
迎
え
る
た
め
に

は
、
あ
る
程
度
人
的
、
経
済
的
準
備
が
必

要
で
あ
り
、
手
間
も
お
金
も
か
け
る
能
力

の
な
い
人
の
葬
儀
を
ど
う
す
る
か
と
い
う

問
題
に
な
る
。

６
．		「
無
縁
社
会
」
と
「
三
人
称
の
死
」
の

問
題

　
東
日
本
大
震
災
以
降
あ
ま
り
取
り
上
げ

ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
が
、二
〇
一
〇
年
か

ら
N
H
K
が
「
無
縁
社
会
」
と
し
て
、
孤

独
死
が
年
間
三
万
二
千
人
を
超
え
て
い
る

事
態
を
報
じ
て
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

当
初
、「
無
縁
」
と
は
、
祀
り
手
を
な
く
し

た
死
者
や
墓
を
意
味
す
る
無
縁
仏
、
無
縁

墓
の
「
無
縁
」
の
意
味
が
強
か
っ
た
が
、

次
第
に
「
働
き
盛
り
の
ひ
き
こ
も
り
」「
児

童
放
置
」「
呼
び
寄
せ
高
齢
者
」
な
ど
、日

本
社
会
の
血
縁
、
地
縁
、
社
縁
が
機
能
し

な
く
な
っ
た
生
者
の
側
の
「
無
縁
」
状
況

が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
若
者
た

ち
か
ら
も
「
他
人
事
で
は
な
い
」
と
の
声

が
N
H
K
に
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。

　
孤
独
死
と
し
て
処
理
さ
れ
る
件
数
は
、

十
年
で
二
倍
と
な
る
ペ
ー
ス
で
増
加
し
て

葬
送
儀
礼
を
振
り
返
る
③　
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い
る
。
無
縁
死
の
増
加
は
、
少
子
化
お
よ

び
非
婚
化
に
よ
る
家
族
変
化
や
、
都
市
化

に
よ
る
地
域
社
会
の
変
化
、
亡
く
な
る
人

の
高
齢
化
や
非
正
規
雇
用
の
増
加
な
ど
に

よ
っ
て
死
に
際
し
て
会
社
関
係
の
人
間
関

係
が
機
能
し
な
く
な
る
な
ど
の
現
代
の
社

会
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
東
日
本
大
震
災
で
の
大
量
死
と
同
じ

く
、
自
分
と
あ
ま
り
関
係
の
深
く
な
い
他

者
が
隣
で
死
ん
で
い
る
と
い
う
事
態
は
、

社
会
に
お
け
る
「
三
人
称
と
し
て
の
死
」

の
問
題
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
生

む
こ
と
に
な
る
。

　
近
年
、
祀
り
手
が
な
く
故
郷
の
墓
を
片

付
け
る
「
墓
じ
ま
い
」
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
一
方
で
生
前
契
約
に
よ
っ

て
、死
後
か
ら
弔
い
上
げ
（
三
十
三
回
忌
）

ま
で
の
儀
礼
執
行
と
集
合
墓
へ
の
埋
葬
を

契
約
す
る
永
代
供
養
墓
が
各
地
に
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
祀
り
手
が
な
く

な
っ
た
墓
か
ら
遺
骨
を
合
葬
す
る
伝
統
的

な
「
無
縁
墓
」
と
は
、
実
は
外
形
上
の
違

い
が
な
い
。
前
者
が
死
後
は
孤
独
で
な
く

「
安
心
し
て
死
ね
る
」
で
あ
る
と
す
る
な

ら
、
そ
れ
は
死
の
受
け
止
め
方
が
違
う
と

い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

血
縁
、
地
縁
の
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
社

会
へ
と
時
代
を
巻
き
戻
す
こ
と
は
も
は
や

難
し
い
た
め
、
死
の
受
け
止
め
方
の
方
を

変
え
る
こ
と
で
「
安
心
し
て
死
ね
る
」
よ

う
に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
だ

と
解
釈
で
き
る
。

　
ア
カ
デ
ミ
ー
短
編
ア
ニ
メ
賞
を
と
っ
た

加
藤
久く

仁に

生お

監
督
の
「
つ
み
き
の
い
え
」

と
い
う
作
品
は
と
て
も
示
唆
的
で
あ
る
。

舞
台
に
な
っ
て
い
る
街
は
海
面
の
上
昇
が

進
み
、主
人
公
の
独
り
暮
ら
し
の
老
人
は
、

今
あ
る
家
の
上
に
積
み
木
の
よ
う
に
次
々

と
家
を
継
ぎ
足
し
て
生
活
し
て
い
る
。
あ

る
日
、
落
と
し
た
パ
イ
プ
を
探
し
に
潜
水

服
で
水
中
に
も
ぐ
る
と
、
死
ん
だ
妻
を
介

護
し
て
い
た
家
、
娘
が
生
ま
れ
た
家
な
ど

が
次
々
と
現
れ
る
。
彼
は
し
み
じ
み
昔
を

回
想
す
る
が
、
最
後
ま
で
そ
こ
に
住
み
続

け
る
。
こ
の
「
つ
み
き
の
い
え
」
自
体
、

積
み
上
げ
て
き
た
生
涯
の
記
憶
の
塊
で
、

老
人
に
と
っ
て
の
終
の
棲
家
、
墓
の
よ
う

な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
、
人
口

減
少
に
対
応
し
て
効
率
化
を
図
る
た
め
に

行
政
機
能
を
都
市
部
に
集
め
る
コ
ン
パ
ク

ト
シ
テ
ィ
構
想
が
各
地
で
進
め
ら
れ
て
い

る
。
葬
儀
と
福
祉
が
抱
え
る
問
題
は
似
て

い
る
が
、
家
族
で
介
護
が
で
き
ず
に
施
設

に
入
ら
ざ
る
を
え
な
い
高
齢
者
や
、
山
村

や
豪
雪
地
帯
な
ど
を
終
の
棲
家
と
し
て
独

居
し
て
い
る
高
齢
者
の
問
題
が
だ
ぶ
っ
て

見
え
る
。

　
一
方
で
、
周
囲
の
人
間
が
、
遺
さ
れ
た

者
た
ち
の
喪
失
の
悲
嘆
を
癒
や
す
こ
と
は

困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
葬
儀
が
故
人

と
遺
族
の
私
的
な
出
来
事
と
な
り
、
死
の

悲
嘆
は
社
会
的
に
は
（
公
に
は
）
隠
す
べ

き
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
日
常
的
に

深
い
つ
き
あ
い
を
し
て
い
る
人
で
な
い
と

遺
族
の
悲
嘆
を
癒
や
す
助
け
手
と
な
る
の

は
難
し
い
が
、
そ
の
範
囲
は
狭
く
な
っ
て

き
て
い
る
。
墓
無
用
論
と
し
て
批
判
を
受

け
る
こ
と
も
あ
る
「
千
の
風
に
な
っ
て
」

で
は
あ
る
が
、
あ
の
よ
う
に
大
ヒ
ッ
ト
し

た
の
は
死
後
の
イ
メ
ー
ジ
を
き
ち
ん
と
持

て
な
く
な
っ
た
日
本
人
が
、
あ
の
歌
を
通

し
て
「
故
人
を
身
近
に
感
じ
る
」
こ
と
で
、

二
人
称
の
死
の
受
け
止
め
る
助
け
と
し
た

と
い
う
側
面
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。

７
．「
葬
儀
」
を
考
え
る

　
従
来
、
仏
教
の
葬
儀
は
「
家
」
の
先
祖

祭
祀
の
一
部
と
し
て
、
一
般
庶
民
に
広
が

っ
た
。
そ
も
そ
も
先
祖
供
養
と
い
う
の
は

守
る
べ
き
家
産
が
あ
る
か
ら
こ
そ
続
い
て

い
く
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
関
係
が

タ
テ
で
つ
な
が
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
そ

れ
を
担
保
す
る
経
済
的
な
基
盤
が
必
要
で

あ
る
。
社
会
の
構
成
員
の
多
く
が
勤
め
人

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
で
、
本
来
の

「
家
」の
儀
礼
を
続
け
て
い
く
の
は
困
難
を

と
も
な
う
。「
家
」が
成
立
し
が
た
く
な
れ

ば
、「
檀
家
」
制
度
も
同
様
で
あ
ろ
う
か
と

思
わ
れ
る
。

　
現
在
、「
終
活
」
な
ど
死
に
支
度
を
行
う

こ
と
が
話
題
と
な
っ
た
り
、
生
前
に
永
代

供
養
、
末
期
の
援
助
（
プ
レ
ニ
ー
ド
）
な

ど
、
様
々
な
臨
死
、
葬
儀
サ
ー
ビ
ス
が
作

ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

「
自
己
責
任
」に
よ
る
死
へ
の
対
策
に
は
限

界
が
あ
る
。
従
来
、
日
本
人
の
９
割
以
上

が
仏
教
式
の
葬
儀
で
死
を
迎
え
て
い
た
。

仏
教
の
教
え
に
従
っ
て
死
ぬ
こ
と
が
「
安

心
し
て
死
ね
る
」
こ
と
で
あ
り
、
当
た
り

前
の
こ
と
で
あ
る
の
な
ら
、
経
済
状
況
や

家
族
の
状
況
に
関
わ
ら
ず
、
仏
教
の
葬
儀

で
送
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

必
要
が
あ
る
。「
無
縁
死
者
」に
仏
教
葬
儀

を
行
う
活
動
は
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
各
宗
派
・
教

団
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
に
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。葬
送
の
儀
軌
を
整
え
、

自
己
お
よ
び
縁
者
の
死
を
受
け
止
め
る
た

め
の
知
恵
を
貸
す
と
い
う
従
来
か
ら
の
仏

教
葬
儀
の
意
義
は
変
わ
ら
な
い
と
し
て

も
、
死
に
ゆ
く
も
の
や
家
族
が
孤
立
し
が

ち
な
状
況
、
多
様
化
し
た
故
人
、
遺
族
の

状
況
に
柔
軟
に
寄
り
添
え
る
僧
侶
や
宗

派
・
教
団
と
し
て
の
体
制
を
作
る
こ
と
が

ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
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一
九
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群
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台
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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
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