
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
で
は
、
葬
送
儀
礼
に
関
す
る
調
査
・

分
析
を
続
け
、
そ
の
成
果
は
継
続
的
に
『
宗
報
』
に
て
報
告
し
て
き
ま

し
た
。『
宗
報
』
二
〇
二
〇
年
八
月
号
で
は
、「「
考
え
さ
せ
ら
れ
る
」
葬

儀（
九
）」、
十
一
・
十
二
月
合
併
号
で
は
、「「
考
え
さ
せ
ら
れ
る
」葬
儀（
十
）

（
十
一
）」
と
し
て
、
特
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
葬
儀
へ
の
影

響
を
中
心
に
し
た
研
究
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
は
多
岐
に
及
び
、
二
〇
二
〇
年

末
の
段
階
に
お
い
て
は
収
束
ど
こ
ろ
か
、
再
拡
大
の
兆
し
が
世
界
中
で
見

ら
れ
、
今
後
私
た
ち
の
生
活
へ
与
え
る
影
響
は
よ
り
深
刻
に
な
る
と
予
想

さ
れ
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
策
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
最
も
私
た
ち
の
生
活
に
影
響
が
あ
る
も

の
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
移
動
の
制
限
」
で
す
。
例
え
ば
、

社
会
学
者
の
大
澤
真
幸
氏
と
、
東
京
大
学
教
授
の
國
分
功
一
郎
氏
の
対
談

で
は
、「
移
動
の
自
由
」
が
「
あ
ら
ゆ
る
自
由
の
拠
り
処
」
で
あ
る
こ
と

を
議
論
す
る
中
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
メ
ル
ケ
ル
首
相
が
行
っ
た
ス

ピ
ー
チ
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

旅
行
お
よ
び
移
動
の
自
由
が
苦
労
し
て
勝
ち
取
っ
た
権
利
で
あ
る
と

い
う
私
の
よ
う
な
も
の
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
制
限
は
絶
対
的

に
必
要
な
場
合
の
み
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
は

民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
決
し
て
軽
々
し
く
、
一
時
的
で
あ
っ
て
も

決
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
今
、
命
を

救
う
た
め
に
不
可
欠
な
の
で
す
。

（『
コ
ロ
ナ
時
代
の
哲
学
』
二
〇
二
〇
年
九
月
、
八
二
頁
）

ス
ピ
ー
チ
で
は
、「
移
動
の
自
由
」
を
「
絶
対
的
に
必
要
な
場
合
の
み

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所

「改
葬
」
「
墓
じ
ま
い
」
の
現
状
と
今
後

「
考
え
さ
せ
ら
れ
る
」
葬
儀 

十
二（　）
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れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
死
亡
年
齢
の
高
齢
化
、
高
齢
者
の
核
家
族
化
、
単

身
高
齢
者
の
増
加
な
ど
で
す
。
こ
う
し
た
状
況
が
「
お
墓
」
に
与
え
る
端

的
な
影
響
と
し
て
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

第
一
に
、「
お
墓
」
の
継
承
者
が
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
で
す
。
私
た

ち
日
本
人
は
、
人
が
亡
く
な
れ
ば
、
そ
の
後
の
こ
と
は
家
族
、
子
孫
が
担

う
べ
き
で
あ
り
、
例
え
ば
「
お
墓
」
は
、
故
人
の
長
男
が
継
承
す
る
こ
と

が
当
然
だ
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。「
お
墓
」
の
継
承
に
つ
い
て
は
、
民

法
第
八
九
七
条
（
祭
具
等
の
承
継
）
に
お
い
て
、
金
融
財
産
な
ど
と
は
異

な
る
祭
祀
財
産
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
分
割
し
て
相
続
す
る
こ
と
は
想

定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
長
男
が
相
続
す
べ
き
と
す
る

慣
習
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
現
代
で
は
、
一

九
七
三
年
に
は
五
四
・
四
％
で
あ
っ
た
三
世
代
同
居
が
、
二
〇
一
八
年
に

は
一
一
％
と
大
き
く
減
少
し
、
高
齢
者
の
ひ
と
り
暮
ら
し
世
帯
と
夫
婦
二

人
の
み
の
世
帯
が
六
割
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
（
図
１
参
照
）。

小
谷
氏
は
、
こ
う
し
た
「
家
族
」
の
構
成
、
さ
ら
に
は
「
家
族
」
と
い
う

意
識
の
変
化
に
よ
っ
て
「
家
族
に
よ
る
継
承
」、「
世
代
間
で
の
継
承
」
そ

の
も
の
が
困
難
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
最
た
る
例
と
し
て
「
お
墓
」
が
あ

る
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

第
二
に
、「
移
動
す
る
人
々
」
と
「
お
墓
」
の
関
係
で
す
。
現
代
に
お

い
て
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
で
暮
ら
し
続
け
る
人
は
少
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
進
学
や
就
職
の
際
、
ま
た
は
就
職
後
の
転
勤
な
ど
で
、
日
本
国
内

だ
け
で
な
く
海
外
へ
の
移
住
も
珍
し
く
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
人
々
の

移
動
は
、
若
い
世
代
や
中
高
年
の
世
代
に
限
っ
た
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

正
当
化
さ
れ
る
」
権
利
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
権
利
を
「
命
を

救
う
た
め
」
に
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
苦
し
い
立
場
を
述
べ

る
こ
と
で
、「
移
動
の
制
限
」
が
持
つ
重
要
な
意
味
を
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。日

本
で
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
の
緊
急
事
態
宣
言

下
、
街
か
ら
人
の
姿
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、
航
空
・
鉄
道
、
観

光
業
・
飲
食
業
な
ど
へ
の
経
済
的
打
撃
は
甚
大
な
も
の
で
し
た
。
仏
教
界

に
限
定
す
れ
ば
、
特
に
お
盆
の
時
期
に
は
帰
省
を
控
え
る
方
が
増
え
、
葬

儀
・
法
事
の
中
止
・
延
期
・
縮
小
と
い
う
形
で
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

う
し
た
帰
省
や
仏
事
、
も
っ
と
い
え
ば
「
人
々
の
移
動
」
に
密
接
に
関
わ

る
の
が
「
お
墓
」
の
問
題
で
す
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、「『
改
葬
』『
墓
じ
ま
い
』
の
現
状
と
今
後
」
を
テ
ー

マ
と
し
、
当
研
究
所
委
託
研
究
員
で
あ
る
小
谷
み
ど
り
氏
（
シ
ニ
ア
生
活

文
化
研
究
所
所
長
）
を
講
師
と
し
て
招
聘
し
実
施
し
た
研
究
会
（
二
〇
二
〇

年
十
月
開
催
）
の
内
容
を
報
告
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
本
報
告
と
深
く
関

係
す
る
も
の
と
し
て
、「「
考
え
さ
せ
ら
れ
る
葬
儀
」（
六
）

―
〈
ひ
と
り

死
〉
時
代
の
お
墓
の
ゆ
く
え
」（『
宗
報
』
二
〇
一
九
年
九
月
号
、
総
合
研
究
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）
が
あ
り
ま
す
。

一
、
人
口
動
態
と
「
お
墓
」

小
谷
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
会
と
同
様
、
現
代
の
人
々
の
生
活
状
況

の
把
握
が
「
お
墓
」
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
基
礎
で
あ
る
と
前
置
き
さ

「考えさせられる」葬儀
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特
に
注
目
す
べ
き
は
、
六
十
代
以
上
で
は
ど
の
年
代
で
も
約
一
割
の
方
は

五
年
前
と
現
在
地
が
異
な
る
点
（
図
２
参
照
）、
過
去
五
年
間
に
移
動
し

た
人
々
の
う
ち
、
約
二
割
か
ら
三
割
は
、
都
道
府
県
は
変
わ
ら
ず
と
も
異

な
る
市
町
村
へ
移
動
し
て
い
る
点
（
図
３
参
照
・
図
表
内
の
白
部
分
は
五
年

前
と
違
う
都
道
府
県
の
人
）
で
、
こ
の
数
字
は
七
十
代
も
八
十
代
も
大
差

あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
基
本
的
に
移
動
を
前
提
と
し
な
い
「
お
墓
」
の

図１　高齢者の核家族化

図２　年齢別、５年前居住地が現住地と異なる人の割合
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図３　過去５年間に移動した者の前居住地

あ
り
方
に
対
し
て
、
こ
れ
か
ら
「
お
墓
」
を
守
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人

の
み
な
ら
ず
、
現
に
「
お
墓
」
を
守
っ
て
い
る
人
も
、「
移
動
し
て
い
る
」

の
で
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
増
加
し
て
い
る
の
が
、「
改
葬
」「
墓
じ
ま
い
」

で
す
。
そ
の
た
め
、
小
谷
氏
は
、「
改
葬
」「
墓
じ
ま
い
」
に
対
し
て
「
良

い
・
悪
い
」
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
、
あ
る
い
は
「
良
い
・
悪
い
」
の

判
断
を
前
提
に
し
て
「
お
墓
」
の
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
は
妥
当
で
は

な
い
、
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

二
、「
改
葬
」「
墓
じ
ま
い
」
と
地
域
性

小
谷
氏
に
よ
れ
ば
、「
改
葬
」「
墓
じ
ま
い
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、

発
信
者
・
使
用
者
に
よ
っ
て
意
味
や
用
例
が
異
な
り
、
概
念
規
定
が
し
っ

か
り
さ
れ
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
注
意
が
必
要

だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
小
谷
氏
自
身
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。「

改
葬
」
…
「
既
に
埋
蔵
・
収
蔵
さ
れ
て
い
る
遺
骨
等
を
、
他
の
墓

地
・
納
骨
堂
に
移
す
こ
と
（
無
縁
改
葬
を
含
む
）」。
い
わ
ば
、

「
お
墓
の
引
っ
越
し
」
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、「
お
墓
」
の
移

転
元
で
の
墓
石
処
理
と
、
移
転
先
で
の
墓
石
建
立
（
あ
る
い

は
納
骨
堂
）
費
用
が
必
要
と
な
る
。

「
墓
じ
ま
い
」
…
「
既
に
埋
蔵
・
収
蔵
さ
れ
て
い
る
遺
骨
等
を
処
分
し
、

墓
所
を
撤
去
す
る
こ
と
」。「
改
葬
」
と
異
な
り
、
費
用
は
墓

「考えさせられる」葬儀
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図４　改葬件数

石
の
撤
去
費
だ
け
だ
が
、
遺
骨
に
つ
い
て
は
散
骨
や
自
宅
安

置
な
ど
の
対
応
が
必
要
と
な
る
。

「
改
葬
」
の
件
数
は
、
二
〇
〇
五
年
に
大
幅
な
増
加
を
見
せ
、
二
〇
一

〇
年
以
降
、
上
昇
傾
向
に
あ
り
ま
す
（
図
４
参
照
）。
こ
の
背
景
と
し
て
、

二
〇
〇
五
年
以
降
全
国
で
「
墓
地
倒
産
」
が
増
加
し
た
こ
と
、
二
〇
〇
〇

年
代
に
入
っ
て
墓
地
数
が
四
千
カ
所
減
少
し
た
一
方
で
、
納
骨
堂
は
一
千

カ
所
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
本
来
「
お
墓
」
に

納
骨
す
る
ま
で
の
一
時
的
な
安
置
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
納
骨

堂
が
、
近
年
は
永
代
使
用
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
増
加
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、「
お
墓
か
ら
納
骨
堂
へ
」
と
い
う
移
行
が
急
速
に
進
ん
で

い
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
墓
石
」
を
持
つ
「
お
墓
」
の
需
要
が
急
激
に
落

ち
込
ん
で
い
る
こ
と
が
「
改
葬
」
件
数
増
加
の
背
景
に
あ
る
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
墓
じ
ま
い
」
に
は
、「
改
葬
」
に
は
な
い
特
徴
的
な

問
題
が
あ
る
こ
と
を
小
谷
氏
は
提
示
さ
れ
ま
し
た
。

一
つ
は
、「
お
墓
」
が
放
置
さ
れ
無
縁
化
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
い

こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
「
改
葬
」
と
し
て
届
け
出
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
た

め
、
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
数
字
や
デ
ー
タ
と
し
て
表

れ
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
多
く
の
市
営
墓
地
を
抱
え

て
い
る
香
川
県
高
松
市
で
は
、
二
〇
一
六
年
に
は
二
一
・
三
％
の
お
墓
が

無
縁
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
を
発
表
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し

た
調
査
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
全
国
の
墓
地
に
お
け

る
無
縁
化
の
状
況
は
把
握
し
き
れ
て
い
ま
せ
ん
。

実
は
、
こ
の
こ
と
が
二
つ
目
の
特
徴
に
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。「
墓
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じ
ま
い
」
に
関
し
て
は
、「
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」

の
第
三
条
に
「
無
縁
墓
」
の
墓
石
撤
去
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
死
亡
者
の
本
籍
や
氏
名
を
明
記
し
、
一
年
以
内
に
申
し
出
が

な
け
れ
ば
改
葬
す
る
旨
を
官
報
に
記
し
、
墓
地
に
も
最
低
一
年
間
は
立
て

札
を
建
て
て
同
じ
内
容
を
掲
示
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
申
し
出
が
な
け
れ

ば
無
縁
墓
の
写
真
と
位
置
、
申
し
出
が
な
か
っ
た
旨
を
記
し
た
書
面
、
官

報
の
写
し
と
立
て
札
の
写
真
を
市
町
村
役
場
に
提
出
す
る
と
い
う
流
れ
で

す
。
ま
た
、
先
に
指
摘
し
た
通
り
、
民
法
第
八
九
七
条
に
よ
れ
ば
「
お
墓
」

は
祭
祀
財
産
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
、
六
親
等
ま
で
の
血
族
、
三
親
等
ま
で

の
婚
族
が
権
利
を
有
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
墓
石
撤
去
の
た
め
に

親
族
全
員
に
連
絡
し
確
認
を
取
る
こ
と
は
、
人
口
が
移
動
し
家
族
が
変
容

し
た
現
代
で
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
複
雑
な
手
続
き
に

加
え
、
無
縁
墓
の
撤
去
費
用
、
さ
ら
に
無
縁
墓
を
撤
去
し
た
と
し
て
、
遺

骨
は
ど
こ
に
収
蔵
す
る
の
か
、
新
た
な
墓
石
を
建
立
す
る
の
か
、
誰
が
費

用
を
負
担
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、「
墓
じ
ま
い
」
は
そ
れ
ほ
ど
進
ま
ず
、「
無
縁
化
」
が
進

ん
で
い
る
と
分
析
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
小
谷
氏
は
全
体
的
な
数
字
で
は
見
え
な
い
特
性
と
し
て
、「
改

葬
」「
墓
じ
ま
い
」
に
は
地
域
性
の
影
響
が
特
に
強
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ

ま
し
た
。
例
え
ば
、
北
海
道
は
年
間
約
一
万
件
に
近
い
「
改
葬
」
件
数
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
背
景
に
は
三
世
代
同
居
の
割
合
が
低
く
、
単
身
高
齢

者
が
多
い
と
い
う
家
族
状
況
と
、
こ
こ
数
年
、
道
内
の
自
治
体
が
「
お
墓
」

の
無
縁
化
を
食
い
止
め
る
た
め
積
極
的
に
公
営
の
合
葬
墓
を
建
設
し
て
い

る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
逆
に
三
世
代
同
居
率
が
高
い
北
陸
地
方
で
は

「
改
葬
」
率
は
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
鹿
児
島
県
は
「
お
墓
」
参
り

の
風
習
が
強
い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
若
者
人
口
が
流
出
し
、
高
齢
者

だ
け
で
は
裏
山
の
墓
地
の
管
理
を
す
る
こ
と
が
負
担
に
な
り
、
集
落
毎
の

合
葬
墓
や
納
骨
堂
へ
の
集
団
「
改
葬
」
件
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う

事
情
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。「
墓
じ
ま
い
」
に
関
し
て
、
先
ほ
ど
例
に

挙
げ
ま
し
た
香
川
県
高
松
市
は
、
自
治
体
が
積
極
的
に
「
墓
じ
ま
い
」
を

行
っ
て
い
る
こ
と
で
、
全
国
一
の
「
墓
じ
ま
い
」
件
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。

三
、
十
年
、
二
十
年
後
を
見
据
え
る

―
「
手
を
合
わ
せ
る
場
所
」
は
ど
こ
に
？

小
谷
氏
は
、「
改
葬
」「
墓
じ
ま
い
」に
関
わ
る
諸
問
題
を
踏
ま
え
て
、「
お

墓
」の
問
題
は
、「
今
ど
う
な
っ
て
い
る
か
」以
上
に
、「
今
後
ど
う
な
る
か
」

を
見
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
先
述
の

よ
う
に
「
改
葬
」「
墓
じ
ま
い
」
に
は
地
域
性
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
超
高
齢
社
会
、
出
生
数
の
減
少
、
都
市
部
へ
の
人
口
集
中
と
い
っ

た
状
況
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、「
改
葬
」「
墓
じ
ま
い
」
の
地
域
性
は
、「
お

墓
」
を
守
っ
て
い
く
人
々
の
状
況
を
う
つ
し
だ
し
て
い
る
と
理
解
す
る
必

要
も
で
て
き
ま
す
。
統
計
上
の
改
葬
件
数
が
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
地
域

で
は
、
墓
の
無
縁
化
が
進
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
そ
も
そ
も

土
葬
か
ら
火
葬
へ
と
移
行
し
て
数
十
年
と
間
が
な
い
た
め
、
か
ろ
う
じ
て

継
承
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
状
況

「考えさせられる」葬儀
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を
分
析
し
て
い
く
な
ら
ば
、
残
念
な
が
ら
「
お
墓
」
そ
の
も
の
が
減
少
す

る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
の
時
、
何
を
考
え
て
い

く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
小
谷
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

「
お
墓
」
に
は
、「
遺
骨
の
収
蔵
」
と
「
死
者
と
生
者
と
の
対
話
の

場
」
と
い
う
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。「
お
墓
」
を
守
る
人
が
減
少
し
、

し
か
も
、
人
々
が
多
様
な
「
移
動
」
を
繰
り
返
す
現
代
に
お
い
て
「
遺

骨
の
収
蔵
」
と
し
て
の
「
お
墓
」
の
需
要
は
少
な
く
な
る
か
も
し
れ

な
い
。

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、「
お
墓
」
の
需
要
減
少
が
、「
死
者
と
生

者
と
の
対
話
の
場
」
の
減
少
を
も
引
き
起
こ
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

各
家
庭
に
仏
壇
が
な
い
こ
と
が
当
た
り
前
と
い
う
現
状
に
お
い
て
、

「
お
墓
」
ま
で
減
少
し
て
い
け
ば
、「
手
を
合
わ
せ
る
場
」
が
ほ
と
ん

ど
日
常
生
活
か
ら
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ

る
今
、
将
来
を
見
据
え
た
上
で
、「
お
墓
」
と
同
様
の
場
を
ど
こ
に

作
っ
て
い
け
る
の
か
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

四
、
最
後
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
遠
方
へ
の
移
動
が

憚
ら
れ
、
お
盆
や
お
彼
岸
の
墓
参
り
も
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
状
況
で
行

わ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
事
態
を
う
け
て
、
例
え
ば
弓
山
達
也
氏
（
東
京

工
業
大
学
教
授
）
は
、「
お
盆
の
自
粛
、
墓
参
り
が
で
き
な
か
っ
た
、
い
つ

も
と
違
っ
た
形
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
そ
の
意
味
を
考

え
る
機
会
を
得
た
と
考
え
た
い
」（『
中
外
日
報
』
二
〇
二
〇
年
八
月
二
十
一

日
号
・
時
事
評
論
「
コ
ロ
ナ
禍
の
お
盆
・
墓
参
り
」）
と
提
言
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
研
究
会
に
お
い
て
、
小
谷
氏
は
、「
改
葬
」
や
「
墓
じ
ま
い
」

が
増
加
し
て
い
る
背
景
と
し
て
人
口
の
「
移
動
」
を
挙
げ
、
一
方
で
お
墓

（
墓
石
）
が
「
動
か
し
に
く
い
」
か
ら
こ
そ
有
す
る
課
題
を
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。

お
墓
の
問
題
は
、
今
の
「
お
墓
」
を
ど
う
す
る
の
か
、
だ
け
に
は
止
ま

り
ま
せ
ん
。
先
人
た
ち
は
、
お
墓
参
り
を
な
ぜ
大
切
に
し
て
き
た
の
か
。

お
墓
参
り
と
は
人
々
に
と
っ
て
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
。
ご

門
主
の
近
著
『
令
和
版　

仏
の
教
え　

阿
弥
陀
さ
ま
に
お
ま
か
せ
し
て
生

き
る
』（
一
一
五
頁
）
に
は
、

故
人
を
偲
び
つ
つ
、
故
人
の
私
た
ち
に
か
け
ら
れ
た
願
い
を
聞
き
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
変
化
し
て
い
る
と
い
う
諸
行
無
常
の
理
の
中
で
、

私
た
ち
の
生
き
る
確
か
な
依
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
お
念
仏
を
味
わ
わ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

と
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
お
墓
参
り
の
意
義
を
ご
教
示
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
お
墓
を
建
立
し
、
お
墓
参
り
を
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
を

通
し
て
、「
手
を
合
わ
せ
る
」
大
切
な
存
在
、
尊
い
存
在
と
は
何
な
の
か

を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
（
報
告
者
　
岡
崎
秀
麿
・
冨
島
信
海
）
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