
,
.
の
現
状
を
考
え
る

葬
送
儀
礼
ど
お
墓
①
1
釜
の
現
状
1

@

■
は
じ
め
に

近
年
、
葬
送
儀
礼
と
関
連
し
て
、
お
墓
の
あ

り
方
も
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

お
墓
の
変
化
に
対
し
て
は
、
民
俗
学
・
歴
史

学
・
社
会
学
・
{
示
教
学
・
経
済
学
な
ど
、
様
々

な
立
場
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
方

法
は
主
に
次
の
3
つ
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
0

①
日
本
の
墓
の
歴
史
(
地
域
的
・
宗
教
的
伝

統
)
に
つ
い
て
の
調
査

②
現
在
の
日
本
に
お
け
る
墓
と
葬
送
に
つ
い

浄
士
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所

て
の
実
地
調
査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
事

ー
"
0
介

③
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
な
ど
、
海
外
の
葬

法
や
墓
地
と
の
比
較

こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
日
本
に
お
け
る
お
墓

、
、
'
、

と
葬
送
に
関
す
る
現
代
的
課
題
を
捉
え
、
今
後

到
来
す
る
で
あ
ろ
う
人
口
減
小
ノ
社
会
多
死
社

会
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の

提
言
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ
れ
ら

の
成
果
を
も
と
と
し
て
、
葬
送
儀
礼
と
お
墓
の

現
状
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
死
に
対
す
る
意
識
の
変
化

日
本
で
は
時
代
に
ょ
り
葬
送
儀
礼
の
形
態
が

変
化
し
て
い
ま
す
が
、
従
来
は
、
血
縁
的
関
係

A
と

者
(
遺
族
)
が
死
者
を
看
取
り
、
地
縁
的
関
係

司
、
み

老
(
近
隣
住
民
・
講
)
が
葬
送
儀
礼
を
運
営
し
、

無
縁
的
関
係
者
(
血
緑
・
地
緑
で
は
な
い
と
い

う
意
味
で
{
示
教
者
は
こ
こ
に
区
分
さ
れ
ま
す
)
が

儀
礼
を
執
行
す
る
と
い
う
役
割
分
担
の
上
で
、

葬
送
儀
札
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
ま
す

[
新
谷
2
0
1
5
、
喫
頁
]
。

し
か
し
近
年
、
死
を
迎
え
る
場
の
大
半
が
病

院
、
葬
送
儀
礼
の
場
が
会
館
に
移
り
つ
つ
ぁ
る

た
め
、
死
か
ら
葬
送
儀
礼
を
経
る
過
程
で
、
医

療
機
関
の
関
係
者
や
葬
儀
業
者
、
火
葬
場
職
員

と
い
っ
た
専
門
業
者
に
依
存
す
る
割
合
が
多
く

な
り
ま
し
た
0
 
こ
れ
に
並
行
し
て
、
会
館
葬
、

ち
ー
く
二
、
.
コ

家
族
葬
直
葬
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
葬
送
儀

礼
も
増
え
つ
っ
あ
る
こ
と
が
、
様
々
な
媒
体
で

報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
0

大
半
の
人
々
が
病
院
で
死
を
迎
え
る
こ
と

や
、
遺
族
や
近
隣
住
民
の
手
伝
い
に
ょ
っ
て
担

わ
れ
て
き
た
葬
送
儀
礼
の
役
割
や
機
能
が
業
者

な
ど
に
代
替
す
る
こ
と
で
、
死
に
接
触
す
る
機

会
が
減
小
ノ
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

死
や
死
者
に
対
す
る
意
識
の
変
化
が
生
じ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
特
に
葬
送
儀
礼
に
お
い

て
は
、
死
の
「
個
人
化
」
と
い
わ
れ
る
現
象
が

顕
著
と
な
っ
て
い
ま
す
0

こ
れ
ま
で
、
<
自
己
の
死
>
は
死
者
の
子
孫

が
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
葬
送
儀
礼
は
生

者
(
子
孫
や
有
縁
の
人
々
)
か
ら
見
て
死
者
と

の
関
係
を
見
つ
め
直
す
機
会
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
伝
統
的
に
は
死
者
と
生
者
の

分
雜
と
、
家
族
・
親
族
・
地
域
関
係
の
再
構
成

に
時
間
が
費
や
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今

後
は
、
<
自
己
の
死
>
や
自
己
の
死
後
を
自
ら

の
手
で
制
御
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
中
に
進
め

ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
[
森

2
0
1
4
、
印
頁
]
0

画
だ
れ
が
お
墓
を
ま
も
る
の
か

日
本
の
お
墓
は
、
現
在
で
も
法
律
の
上
で
は
、

祭
祀
を
「
承
継
」
(
お
墓
を
含
む
祭
祀
財
産
に
関

す
る
権
利
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
民
法
第
諭
条
の

用
語
)
す
る
者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
「
お
墓
」
と
は
、
明
治
時
代
以
降

に
成
立
・
{
疋
着
し
て
き
た
も
の
で
、
家
の
承
継

を
前
提
と
し
た
家
墓
の
こ
と
で
す
。
現
在
で
も

「
0
0
家
之
墓
」
と
刻
ま
れ
た
墓
石
を
多
く
見

か
け
ま
す
。
こ
れ
に
類
す
る
の
が
、
先
祖
代
々

を
対
象
と
し
た
お
墓
や
、
婚
姻
に
ょ
っ
て
片
方

の
家
系
の
お
墓
の
承
継
者
不
在
の
た
め
に
二
つ

の
家
墓
を
合
同
に
葬
し
た
両
家
墓
で
す
。
ま
た
、

血
緑
や
地
緑
な
ど
を
背
景
と
し
た
同
族
や
一

村
、
寺
院
な
ど
で
形
作
ら
れ
る
総
墓
と
い
う
形

態
も
見
ら
れ
ま
す
。
以
前
は
、
一
体
一
体
に
墓

祖
先
崇
拝
や
死
者
の
尊
厳
性
を
守
る
と
い
う
役

割
が
あ
り
、
近
隣
住
民
な
ど
が
埋
葬
の
実
行
を

し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
[
森
2
0
1
4
、

開
頁
]
。
お
墓
を
た
て
る
主
体
も
、
血
縁
や
地

縁
な
ど
の
関
係
者
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
現

在
で
は
、
「
終
活
」
と
い
、
2
言
葉
に
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
葬
送
儀
礼
に
故
人
の
意
志
を
反
映
し

よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
る
こ
と
で
、
葬
法

悼
み
0

(
死
者
を
罪
る
方
法
)
や
納
骨
に
も
「
個
人
化
」

と
「
義
化
」
が
及
ん
で
い
ま
す
。

「
個
人
化
」
と
は
、
お
墓
や
納
骨
に
対
し
て

富
己
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
家
や

え
い
力
い

家
族
の
連
続
性
を
「
永
代
」
と
し
て
捉
え
る
見

方
を
保
持
し
つ
つ
も
、
「
家
の
永
続
」
か
ら
自

分
の
「
死
後
設
計
」
へ
と
意
識
が
変
化
し
て
い

ま
す
0「

多
様
化
」
と
は
、
お
墓
の
形
態
や
埋
葬
の

枠
組
み
が
様
々
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
す
。
個
人
の
「
記
録
と
記
憶
」
に
比
重
が

移
っ
た
こ
と
で
、
墓
石
の
色
や
デ
ザ
イ
ン
が
多

様
化
し
、
ま
た
、
生
前
に
つ
な
が
り
を
持
っ
た

人
々
や
会
社
な
ど
の
関
係
の
中
で
、
合
葬
式
の

共
同
墓
も
普
及
し
て
き
た
よ
う
に
、
従
来
の
枠

■
だ
れ
が
お
墓
を
た
て
る
の
か

従
来
は
、
葬
送
儀
礼
と
伺
様
、
お
墓
も
血
縁

や
地
縁
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
遺
族
に
は

組
み
と
は
異
な
る
お
墓
が
増
え
て
い
ま
す
。

「
個
人
化
」
に
ょ
っ
て
、
お
墓
を
た
て
る
主

体
が
他
者
か
ら
自
己
へ
と
変
化
し
た
点
は
、
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
実
は
そ
れ
が
、
お

墓
の
「
多
様
化
」
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

ー
ナ
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石
を
造
っ
て
い
て
も
、
納
骨
ス
ペ
ー
ス
な
ど
の

問
題
で
集
合
墓
に
な
っ
た
場
合
も
小
ノ
な
く
あ
り

ま
せ
ん
0
 
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
あ
く
ま
で
「
家
」

と
い
う
枠
組
み
を
前
提
と
し
た
家
族
の
中
で
の

個
体
墓
で
し
た
。

現
代
で
は
、
核
家
族
化
が
進
み
、
次
第
に

「
家
」
制
度
が
解
体
す
る
中
で
、
個
人
の
烹

が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と

は
異
な
る
枠
組
み
の
お
墓
が
増
え
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
個
人
墓
や
夫
婦
墓
、
ま
た
生
前

の
仲
間
や
会
社
な
ど
の
縁
に
ょ
る
合
同
墓
や
企

業
墓
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
承
継
者
の
存
在

を
前
提
と
し
な
い
点
で
共
通
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
変
化
は
、
小
ノ
子
化
や
人
口
動
態
の

変
化
、
 
0
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
U
 
と
い
う
意

識
な
ど
に
ょ
っ
て
生
じ
て
お
り
、
お
墓
を
維
持

す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
背
景
が
こ
こ

に
あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
、
「
墓
じ
ま
い
」
と

い
わ
れ
る
よ
、
つ
な
現
象
も
報
道
さ
れ
て
い
ま

す
。
承
継
者
不
在
の
問
題
は
、
墓
地
の
永
代
使

用
権
(
承
継
す
る
者
が
い
る
限
り
墓
地
を
使
用
で

き
る
こ
と
)
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
す
。
公

営
・
私
営
を
問
わ
ず
、
経
営
・
事
業
主
体
で
あ

る
宗
教
法
人
や
自
治
体
、
 
N
P
0
な
ど
の
永
続

性
も
確
か
な
も
の
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
お
墓
や
墓
地
を
次

世
代
に
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
、
不
安
を

い
だ抱

く
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
お
墓
の
承
継
者
不

在
と
い
う
問
題
が
、
お
墓
の
有
無
を
含
め
た

「
急
化
」
の
要
因
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

俗
博
物
館
振
興
会
、
 
1
9
9
8
)

新
谷
尚
紀
「
葬
式
は
誰
が
す
る
の
か
1
葬
儀

の
変
遷
史
』
(
吉
川
弘
文
館
、
 
2
0
1
5
)

森
謙
二
「
墓
と
葬
送
の
ゆ
く
え
一
(
吉
川
弘
文

館
、
 
2
0
1
4
)

森
謙
二
「
墓
と
葬
送
の
社
会
史
』
(
講
談
社
現

代
新
書
、
 
1
9
9
3
)

岩
田
重
則
『
「
お
墓
」
の
誕
生
1
死
者
祭
祀
の

民
俗
誌
』
(
山
石
波
新
俳
、
 
2
0
0
6
)

水
藤
真
「
中
世
の
葬
送
・
墓
制
1
石
塔
を
造

立
す
る
こ
と
』
全
口
川
弘
文
館
、
 
2
0
0
9
、
「
中

世
史
研
究
選
杏
』
 
1
9
9
1
年
刊
の
複
刊
)

■
火
葬
を
背
景
と
す
る

「
多
様
化
」

お
墓
の
「
義
化
」
に
は
、
火
葬
と
い
う
葬

法
も
深
く
関
連
し
て
い
ま
す
0

日
本
で
は
、
土
葬
や
火
葬
な
ど
が
葬
法
と
し

て
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
明
治
時
代
末
期
以

降
、
火
葬
が
普
及
し
て
き
ま
し
た
0
 
1
9
7
0

年
代
頃
か
ら
は
公
営
の
火
葬
場
が
建
設
さ
れ
、

現
在
で
は
卯
%
以
上
が
火
葬
と
な
り
ま
し
た
。

火
葬
場
の
普
及
に
ょ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
変

化
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
[
新
谷
1
9

9
8
、
心
頁
]
0

島
じ
上

①
近
隣
の
人
た
ち
の
相
互
扶
助
に
ょ
る
火
葬

で
は
な
く
、
火
葬
場
の
職
員
に
ょ
る
火
葬

②
一
晩
中
か
け
て
の
火
葬
で
は
な
く
、
昼
問

2
時
間
足
ら
ず
の
火
葬

③
伝
統
的
に
士
葬
で
あ
っ
た
地
域
も
、
火
葬

を
採
用

火
葬
に
関
わ
る
「
人
」
、
火
葬
に
か
か
る

「
時
間
」
、
火
葬
の
「
方
法
」
と
い
う
、
 
3
つ
の"

く

変
化
で
あ
り
、
葬
法
が
火
葬
場
で
の
火
葬
に
画

い
つ一

化
し
た
と
い
ぇ
ま
す
0
 
従
来
よ
り
、
火
葬
に

付
さ
れ
た
遺
骨
に
関
し
て
は
、
地
域
に
ょ
っ
て

全
骨
を
拾
う
地
域
も
あ
れ
ぱ
、
火
葬
後
の
骨
の

一
部
を
拾
う
地
域
も
あ
り
、
様
々
な
張
が
あ

り
ま
し
た
0

し
か
し
、
お
墓
の
形
態
が
「
多
様
化
」
す
る

中
で
、
送
骨
(
遺
骨
を
宅
配
便
で
納
骨
堂
な
ど
に

送
る
)
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
業
者
が
現
れ

く
と
.
ワ

た
り
、
手
元
供
養
(
遺
骨
の
ぺ
ン
ダ
ン
ト
化
な

ど
)
、
散
骨
、
樹
木
葬
な
ど
、
特
定
の
墓
石
や

墓
地
を
持
た
な
い
と
い
う
選
択
が
生
ま
れ
る
な

ど
、
火
葬
後
の
経
過
も
「
多
様
化
」
し
て
い
る

現
状
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

遺
骨
に
対
す
る
意
識
の
変
化
や
経
済
的
な
事
情

に
も
よ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
遺
骨
が
公
共

施
設
や
電
車
に
「
置
き
忘
れ
」
ら
れ
る
な
ど
、

'
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

廃
棄
・
放
置
さ
れ
る
と
い
う
事
態
も
報
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。

火
葬
後
の
遺
骨
を
ど
こ
に
ど
ぅ
や
っ
て
収
蔵

す
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
方
法

も
含
め
た
納
骨
ス
ペ
ー
ス
の
選
択
が
、
今
後
の

お
墓
を
め
ぐ
る
重
要
な
課
題
と
い
ぇ
ま
す
。

4年102

■
お
わ
h
に

一
、

水
藤
真
氏
は
、
次
の
2
点
を
挙
げ
、
日
本
中

世
の
葬
送
儀
礼
や
墓
制
(
墓
の
つ
く
り
方
)
で

は
、
全
く
相
反
す
る
よ
う
な
こ
と
が
同
時
に
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
[
水
藤
2

0
0
9
、
Ⅷ
頁
]
。

L
 
・
ミ

死
櫨
を
嫌
っ
て
で
き
る
だ
け
遠
く
に
葬
る

一
方
、
屋
敷
墓
の
よ
う
に
近
く
に
葬
る
こ

と
も
あ
る

2
お
墓
や
寺
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
手
厚
く

い
き

葬
る
一
方
、
死
体
遺
棄
に
近
い
形
も
あ
る

歴
史
的
に
は
、
個
人
の
状
況
に
ょ
っ
て
葬
法

や
墓
制
が
様
々
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
0
 
し
か
し
現
代
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
な

い
事
情
が
あ
り
、
今
ま
で
の
畿
論
を
ま
と
め
る

【
参
考
文
献
】

新
谷
尚
紀
一
歴
博
プ
ッ
ク
レ
ッ
ト
⑧
死

墓
・
霊
の
信
仰
民
俗
史
』
(
財
団
法
人
歴
史
民

と
、
次
の
3
つ
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

①
葬
送
儀
礼
や
お
墓
の
関
係
者
が
血
縁
や
地

縁
以
外
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

②
死
や
死
者
に
対
す
る
意
識
が
変
化
し
、
個

人
の
意
向
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

③
葬
法
が
火
葬
場
で
の
火
葬
に
画
一
化
さ
れ

メ
白
本
で
は
、
古
く
か
ら
様
々
な
葬
法
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
人
々
の
意
識
の
上
で
は
血

縁
や
地
縁
と
い
っ
た
関
係
性
の
中
で
葬
送
儀
礼

か
ら
お
墓
へ
の
納
骨
ま
で
が
行
わ
れ
て
い
た
点

で
、
む
し
ろ
均
一
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
現
在
は
、
葬
法
の
上
で
は
火

葬
に
画
一
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
意
識
の
上
で

は
「
個
人
化
」
の
進
展
に
伴
っ
て
お
墓
の
有
無

ゆ
く
、
ル

を
含
め
た
形
態
や
、
火
葬
後
の
骨
の
行
方
が

「
多
様
化
」
し
て
い
る
現
状
が
浮
き
彫
り
に
な

つ
て
い
ま
す
0

(
浄
士
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
島
信
海
)
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admin
長方形


