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

調
査
・
分
析
を
続
け
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
「「
考
え
さ
せ
ら
れ
る
」
葬
儀
」

と
し
て
、
計
十
五
回
に
わ
た
り
『
宗
報
』
に
報
告
し
て
き
ま
し
た
（
二
〇

一
八
年
五
月
号
～
二
〇
二
二
年
二
月
号
）。
多
く
の
有
識
者
か
ら
提
示
さ
れ

た
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
の
も
と
「
葬
儀
」
や
「
お
墓
」
に
つ
い
て
議
論
を
重

ね
て
き
ま
し
た
が
、
常
に
不
可
欠
の
前
提
と
な
っ
た
の
が
、
超
高
齢
化
、

都
市
化
、
家
族
の
変
化
（
単
身
化
・
非
婚
化
・
家
族
分
散
）
な
ど
に
代
表
さ

れ
る
「
社
会
状
況
の
変
化
」
で
あ
り
、
こ
の
「
社
会
状
況
の
変
化
」
が
葬

儀
の
縮
小
化
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う

し
た
変
化
を
背
景
と
す
る
葬
儀
や
お
墓
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
二
〇
二
〇

年
初
頭
か
ら
世
界
中
で
拡
大
し
続
け
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
急
激
に
変
化
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
葬
儀
に
関
す
る
報
告
も
計
七
回
に

わ
た
り
行
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
報
告
の
中
で
は
、「
な
ぜ
葬
儀
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
／

行
う
必
要
が
あ
る
の
か
」、「
墓
参
り
は
ど
の
よ
う
な
意
義
や
役
割
を
持
っ

て
い
る
の
か
」
と
い
っ
た
本
来
的
な
問
い
を
考
え
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
特
に
「
お
墓
」
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
報
告
が
で
き
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
日
本
の
歴
史
、
あ
る
い
は
日
本
仏
教
史
と

い
っ
た
大
枠
か
ら
「
お
墓
」
を
捉
え
直
す
こ
と
を
目
的
に
、
日
本
中
世
史

を
専
門
と
す
る
東
北
大
学
大
学
院
教
授
の
佐
藤
弘
夫
先
生
を
お
招
き
し
、

研
究
会
を
行
い
ま
し
た
。
佐
藤
先
生
は
、
近
著
に
お
い
て
「
い
ま
わ
た
し

た
ち
が
生
き
る
世
界
を
見
直
す
た
め
に
、
近
代
を
遥
か
に
超
え
る
長
い

射
程
の
な
か
で
、
現
代
社
会
の
歪
み
を
照
射
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
」

こ
れ
か
ら
の
お
墓
を
考
え
る

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
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（『
日
本
人
と
神
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
五
五
頁
）
を
指
摘
さ
れ
、
日
本
仏

教
史
と
い
う
枠
組
み
か
ら
「
お
墓
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
問
題
に
取
り
組

ま
れ
て
い
ま
す
。
研
究
会
で
は
、
古
代
か
ら
近
代
に
至
る
長
い
時
間
の
な

か
で
、
人
び
と
の
死
生
観
と
お
墓
と
の
関
わ
り
を
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
今

回
は
、
研
究
会
の
内
容
を
当
研
究
所
に
て
ま
と
め
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

一
、「
死
者
」と
と
も
に
生
き
る

佐
藤
先
生
は
、
ま
ず
古
今
東
西
、
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
、「
死
者
の

実
在
を
否
定
す
る
文
明
は
存
在
し
な
い
」
と
端
的
に
述
べ
ら
れ
た
う
え

で
、
そ
の
「
死
者
」
と

の
関
わ
り
方
が
特
に
中

世
か
ら
近
世
に
か
け
て

大
き
く
変
容
し
て
い
る

こ
と
を
示
さ
れ
ま
し

た
。中

世
に
お
け
る
代
表

的
な
お
墓
は
、『
餓が

鬼き

草ぞ
う

子し

』
に
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
こ
に

は
、
土
葬
の
円
墳
、
火

葬
の
五
輪
塔
や
宝ほ
う

篋
き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

、
そ
し
て
墓
地
に

遺
体
が
放
置
さ
れ
る
風ふ

う

葬そ
う

が
混
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
相
違
は
、
一

般
の
人
び
と
か
、
財
力
や
地
位
を
も
つ
人
び
と
か
の
違
い
を
表
し
て
い
ま

す
が
、
共
通
す
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
死
者
は
匿
名
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
お
墓
に
関
す
る
中
世
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
霊
場

へ
の
納
骨
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
神
奈
川
県
・
上
行
寺
東
遺
跡
で
は
、
阿

弥
陀
如
来
の
磨
崖
仏
の
あ
る
高
台
の
洞
穴
に
納
骨
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
高
野
山
で
は
、
納
骨
塔
婆
が
建
て
ら
れ
た
様
子
が
『
天
狗
草
子
』
な

ど
か
ら
窺
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
納
骨
に
お
い
て
も
お
墓
と
同
様
に
、「
匿

名
の
死
者
」
と
し
て
葬
ら
れ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
「
死
者
は
匿
名
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

誰
が
亡
く
な
っ
た
の
か
。

誰
が
ど
こ
に
い
る
の
か
。

ど
こ
に
い
っ
た
の
か
、
と

い
っ
た
こ
と
は
問
題
に
な

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

の
た
め
、
故
人
の
た
め
に

家
族
や
親
族
が
、
季
節
ご

と
に
、
繰
り
返
し
お
墓
を

訪
れ
る
と
い
っ
た
習
慣

は
、
こ
の
段
階
で
は
存
在

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

理
由
は
、「
死
者
は
こ
の

世
に
い
な
い
」か
ら
で
す
。

上行寺東遺跡（神奈川県・写真提供佐藤弘夫先生）
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な
ぜ
、「
こ
の
世
に
い
な

い
」
の
か
。
そ
れ
は
、「
死

者
」は
神
や
仏
に
救
わ
れ
、

「
あ
の
世
」
に
間
違
い
な

く
い
っ
て
い
る
と
認
識
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

こ
こ
に
、「
さ
ら
に
十

一
世
紀
に
は
、
現
世
で
の

頻
繁
な
災
害
や
治
安
の
悪

化
を
背
景
に
末
法
思
想
が

流
行
し
」（『
詳
説　

日
本

史
』
山
川
出
版
社
、
一
〇
七

頁
）
な
ど
と
必
ず
語
ら
れ

る
よ
う
な
、「
浄
土
教
の
流
行
」
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
中
世
の
人
び
と

は
「
浄
土
教
」、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
に
代
表
さ
れ
る
仏
に
よ
る
救
い

を
、
そ
し
て
死
後
の
行
く
先
と
し
て
の
浄
土
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
生
（
生

活
や
生
き
る
こ
と
）」
の
帰
結
と
し
て
、
社
会
的
に
共
有
し
て
い
ま
し
た
。

「
死
者
」
は
間
違
い
な
く
浄
土
へ
と
往
生
し
救
わ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

特
定
の
「
死
者
」
を
記
録
に
残
し
た
り
、
お
墓
へ
参
り
続
け
る
と
い
っ
た

行
為
が
必
要
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、『
餓
鬼
草
子
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
餓
鬼
は
「
い
ま
だ
救
わ
れ
て
い
な

い
存
在
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
や
、
霊
場
に
納
骨
さ
れ
た
の
は
、

「
こ
の
世
」
と
「
あ
の
世
」
を
繋
ぐ
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
で

あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
近
世
に
入
る
と
お
墓
に
法
名
・
戒
名
、
あ
る
い
は
「
○

○
家
」
と
刻
ま
れ
始
め
ま
す
。「
匿
名
の
死
者
」
か
ら
「
特
定
の
死
者
」
へ

と
変
貌
す
る
の
で
す
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
中
世
の
世
界
観
が
変
化
し

た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
如
来
や
浄
土
が
も
っ
て
い
た
圧
倒
的
な
リ

ア
リ
テ
ィ
の
希
薄
化
で
す
。
も
う
一
つ
は
、「
泰
平
の
世
」
と
評
さ
れ
る

江
戸
時
代
は
、「
流
動
化
が
激
し
い
社
会
」
で
は
な
く
「
安
定
し
た
社
会
」

「
人
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
定
着
し
た
社
会
」
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

「（
永
続
す
る
）
家
」
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
先

祖
代
々
」
と
い
っ
た
形
で
、「
家
」
を
前
提
と
し
て
、
世
代
を
超
え
な
が
ら
、

死
者
を
永
続
的
に
弔
い
続
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
近
世
に
お

い
て
「
死
者
」
は
、
ど
こ
か
遠
く
の
「
あ
の
世
」
に
い
る
の
で
は
な
く
、

お
墓
に
代
表
さ
れ
る
近
い
場
所
に
留
ま
り
続
け
、
生
者
は
こ
と
あ
る
ご
と

に
「
死
者
」
と
関
わ
り
を
持
ち
続
け
た
の
で
す
。

二
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
変
化
に
匹
敵
す
る
変
化

二
〇
二
〇
年
初
頭
か
ら
世
界
中
で
拡
大
し
始
め
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
は
、
私
た
ち
の
生
活
を
大
き
く
変
化
さ
せ
、
し
か
も
、
い
ま
だ

収
束
し
て
い
な
い
現
在
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
変
化
が
今
後
の
私
た
ち
の

生
活
に
ど
れ
ほ
ど
影
響
を
与
え
る
の
か
も
判
然
と
し
て
い
ま
せ
ん
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
「
新
た
な
問
題
」
を
引
き
起
こ
し
た

側
面
と
と
も
に
、「
こ
れ
ま
で
に
存
在
し
て
い
た
問
題
」、
あ
る
い
は
、「
今
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後
起
き
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
た
問
題
」
を
顕
在
化
・
現
実
化
さ

せ
た
側
面
も
あ
り
ま
す
。
後
者
の
側
面
は
、
葬
送
儀
礼
や
お
墓
参
り
を
は

じ
め
と
す
る
仏
事
の
縮
小
化
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。「
葬
儀
」

や
「
お
墓
」の
問
題
を
考
え
る
際
に
不
可
欠
の
前
提
と
さ
れ
る
超
高
齢
化
、

都
市
化
、
家
族
の
変
化
（
単
身
化
・
非
婚
化
・
家
族
分
散
）
な
ど
に
代
表
さ

れ
る
「
社
会
状
況
の
変
化
」
は
、
昭
和
・
平
成
の
時
代
に
は
す
で
に
指
摘

さ
れ
て
い
た
問
題
だ
か
ら
で
す
。

こ
う
し
た
現
状
を
前
提
に
し
て
佐
藤
先
生
は
、
現
在
あ
ら
わ
れ
て
い
る

「
私
た
ち
の
生
活
の
変
化
」
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
変
化
に
匹
敵
す
る

ほ
ど
の
変
化
を
も
た
ら
す
歴
史
的
な
大
転
換
期
だ
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
現
代
の
状
況
を
捉
え
た
う
え
で
、
そ
の
状
況
へ
の
対
応
を
模

索
す
る
た
め
の
論
点
と
し
て
、
次
の
二
点
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

第
一
に
、
現
代
の
人
び
と
が
納
得
す
る
言
説
を
構
築
す
る
こ
と
で
す
。

こ
の
際
注
目
す
べ
き
は
、
樹
木
葬
、
散
骨
、
手
元
供
養
な
ど
の
需
要
が
高

ま
っ
て
い
る
背
景
に
、
生
者
と
死
者
の
関
係
の
「
個
人
化
」
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
で
す
。「
個
人
化
」
と
は
、
少
子
化
に
と
も
な
っ
て
、
一
人
が

多
数
の
死
者
と
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
例
え
ば
、

家
族
全
員
で
は
な
く
特
定
の
個
人
と
の
関
係
だ
け
を
継
続
し
た
い
と
い
っ

た
意
識
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
「
家
」
を
基
本
と
し
「
先
祖
代
々
」

す
べ
て
と
関
係
し
、
そ
の
関
係
を
前
提
に
し
て
仏
事
が
営
ま
れ
て
き
ま
し

た
が
、
こ
れ
か
ら
は
そ
う
し
た
関
係
性
の
上
に
成
り
立
つ
営
み
が
求
め
ら

れ
な
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
状
況
や
、
そ
う
し
た
意
識
の

人
び
と
を
前
提
と
し
て
、
仏
教
者
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
提
示
し
て
い
け

る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
佐
藤
先
生
は
、
親
鸞

聖
人
が
製
作
さ
れ
た
名
号
本
尊
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

に
よ
る
救
い
の
論
理
を
簡
明
な
形
で
人
び
と
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
あ
ら

ゆ
る
人
び
と
が
阿
弥
陀
如
来
の
み
教
え
に
出
遇
い
、
救
わ
れ
て
い
く
道
が

開
か
れ
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
姿
勢
に
学
び
な
が

ら
、
私
た
ち
も
、
今
の
人
び
と
の
状
況
に
応
じ
た
言
説
を
紡
ぎ
出
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
二
に
、
死
後
世
界
の
排
除
で
す
。
中
世
・
近
世
で
は
、
形
は
違
え
ど

も
生
者
と
死
者
と
が
、
あ
る
い
は
生
者
と
死
者
の
世
界
が
重
複
・
連
鎖
し

て
お
り
、
生
と
死
と
が
断
絶
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

近
代
か
ら
現
代
へ
と
時
代

が
移
る
中
で
、
人
び
と
は

生
と
死
を
峻
別
し
、
死

を
遠
ざ
け
、
仏
や
神
、
そ

し
て
そ
の
世
界
と
い
っ
た

「
直
接
見
え
な
い
」
も
の

を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
佐
藤
先

生
は
そ
れ
で
も
大
事
な
こ

と
は
「
人
は
人
と
だ
け
で

は
生
き
て
い
な
い
。
神
や

仏
、
死
者
な
ど
と
と
も
に

生
き
て
い
る
」
こ
と
だ
と
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述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
つ

ま
り
、「
直
接
見
え
な

い
」
も
の
を
遠
ざ
け
て

い
る
よ
う
な
人
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
で
も
「
直

接
見
え
な
い
」
も
の
と

生
き
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

こ
と
を
い
か
に
捉
え
、

伝
え
て
い
け
る
か
が
重

要
で
す
。

こ
の
時
、
一
例
と
し

て
「
死
者
と
出
会
う

山
」
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
東
北
で
は
今
で
も
「
モ
リ
供
養
」
が
行
わ
れ
、

例
え
ば
山
形
県
庄
内
の
三
森
山
は
、
年
に
二
度
だ
け
開
山
さ
れ
ま
す
。
登

山
者
た
ち
は
、
限
ら
れ
た
機
会
に
訪
ね
、
山
で
先
祖
を
迎
え
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
経
験
の
繰
り
返
し
が
、「
死
者
と
と
も
に
あ
る
」
こ
と
へ
の
気

づ
き
に
繋
が
っ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

三
、
お
わ
り
に

佐
藤
先
生
は
、「
死
」
や
「
死
者
」
が
遠
ざ
け
ら
れ
、
避
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
事
例
も
見
受
け
ら
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
そ
れ
で
も
、「
私
た
ち

は
人
と
だ
け
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」「
人
は
神
や
仏
、
死
者
と

と
も
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
実
感
し
、
伝
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
仏
教
者
は
何

を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
の
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
現

代
が
い
か
な
る
状
況
に
あ
る
の
か
。
人
び
と
は
ど
の
よ
う
な
価
値
観
を

持
っ
て
い
る
の
か
を
し
っ
か
り
と
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

時
、
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
人
び
と
は
「
神
や

仏
、
死
者
と
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
そ

れ
が
、
佐
藤
先
生
が
提
示
さ
れ
た
、
巨
視
的
な
視
点
か
ら
見
え
て
く
る
日

本
の
歴
史
だ
と
い
え
ま
す
。「
こ
れ
か
ら
の
お
墓
」
を
見
据
え
る
た
め
に

は
、
そ
う
し
た
広
い
視
野
か
ら
時
代
の
大
き
な
流
れ
を
捉
え
つ
つ
、
先
人

た
ち
の
営
み
を
顧
み
、
そ
の
意
味
を
深
く
考
え
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

歴
史
か
ら
現
在
を
位
置
づ
け
、
過
去
か
ら
現
在
を
問
い
直
す
。
そ
う
し

た
試
み
を
続
け
る
こ
と
で
、
現
代
に
お
け
る
葬
儀
や
お
墓
、
ひ
い
て
は
仏

教
や
浄
土
真
宗
の
意
義
・
役
割
を
提
示
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
え
ま
す
。

（
報
告
者
：
岡
崎
秀
麿
・
冨
島
信
海
）
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これからのお墓を考える


