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「
葬
祭
」
考 
そ
の
四 

一
、
葬
儀
の
営
ま
れ
方
の
い
ろ
い
ろ 

 
 

葬
儀
を
営
む
際
に
は
、
ま
ず
そ
の
日
時

の
選
定
と
、
場
所
の
設
定
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
何
人

の
お
坊
さ
ん
に
供
養
を
お
願
い
す
る
の

か
を
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

今
回
は
先
ず
、
お
坊
さ
ん
の
数
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。 

 

当
地
で
の
最
も
一
般
的
な
葬
儀
は
、
菩

提
寺
の
住
職
と
役
僧
の
僧
侶
三
人
の
、
合

わ
せ
て
四
人
で
行
う
形
が
最
も
一
般
的

で
す
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
を
片
鈸
（
か
た
は

ち
）
と
呼
び
ま
す
。
葬
儀
の
途
中
や
最
後

に
チ
ン
、
ポ
ン
、
ジ
ャ
ラ
ン
と
い
う
少
し

騒
が
し
い
鳴
物
が
な
ら
さ
れ
ま
す
が
、
こ

れ
を
鼓
鈸
（
く
は
つ
）
と
い
い
、
一
組
で

鳴
ら
す
場
合
が
片
鈸
で
す
。
ま
た
、
二
組

で
鳴
ら
す
場
合
は
僧
侶
の
数
が
六
人
と

な
り
、
両
鈸
（
ち
ょ
う
は
ち
）
と
呼
び
ま

す
。
こ
の
場
合
は
導
師
を
含
め
て
七
人
の

僧
侶
に
よ
り
葬
儀
が
営
ま
れ
ま
す
。 

 

さ
ら
に
も
う
一
人
増
え
る
と
大
両
鈸

（
お
お
り
ょ
う
は
ち
）
と
な
り
ま
す
。 
 

も
う
す
こ
し
大
が
か
り
な
場
合
は
、
僧

侶
の
葬
儀
に
準
じ
て
行
い
、
導
師
を
三
人

立
て
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
信
州
方
面
で

は
こ
の
三
人
導
師
が
一
般
的
な
よ
う
で

す
。 

 

数
が
少
な
い
方
法
で
は
、
僧
侶
が
菩
提

寺
の
住
職
一
人
だ
け
と
い
う
場
合
も
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
極
ま
れ
に
し
か
行
わ

れ
ま
せ
ん
。
最
近
は
、
そ
れ
に
脇
僧
が
一

人
つ
く
形
式
が
増
え
て
い
る
と
も
聞
き

ま
す
が
、
こ
れ
も
あ
ま
り
一
般
的
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

こ
こ
で
、
僧
侶
の
数
が
多
け
れ
ば
い
い

の
か
、
少
な
く
て
も
構
わ
な
い
の
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
の
で
す
が
、
僧
侶
の
側
か

ら
言
わ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
一
人
で

お
勤
め
す
る
葬
儀
ほ
ど
辛
い
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。
お
よ
そ
一
時
間
の
間
、
誰
の

助
け
も
な
く
、
一
人
の
人
間
に
引
導
を
渡

す
と
い
う
作
業
は
、
実
は
と
て
も
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
消
耗
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
よ
っ

て
近
隣
の
ご
住
職
方
に
依
頼
し
、
ご
加
勢

い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で

し
ょ
う
。
ま
た
お
役
僧
の
お
手
伝
い
を
頂

け
た
方
が
、
よ
り
葬
儀
が
厳
粛
か
つ
荘
厳

に
行
え
ま
す
。 

 

果
た
し
て
、
お
坊
さ
ん
の
数
が
多
け
れ

ば
良
い
葬
儀
な
の
か
、
お
布
施
と
の
兼
ね

合
い
に
つ
い
て
な
ど
は
、
次
回
説
明
し
ま

す
。 
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行
事
予
定 

◎
涅
槃
会 

左
記
の
通
り
、
涅
槃
会
法
要
を
行
い
ま
す
。

お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
日

に
合
わ
せ
、
お
釈
迦
様
の
死
を
悼
み
、
ご

供
養
し
ま
す
。 

 

こ
の
日
は
年
に
一
度
、
当
山
所
蔵
の
文

化
財
で
あ
る
江
戸
期
の
涅
槃
絵
図
を
お

掛
け
し
ま
す
。
ま
た
、
涅
槃
団
子
を
お
供

え
し
、
法
要
後
に
お
参
り
の
皆
さ
ま
に
お

持
ち
頂
き
ま
す
。 
 

役
員
一
同
と
お
勤
め
い
た
し
ま
す
が
、

ち
ょ
う
ど
日
曜
日
で
も
あ
り
ま
す
。
お
時

間
あ
り
ま
す
方
は
、
お
気
軽
に
お
参
り
く

だ
さ
い
。 

 

な
お
、
お
参
り
頂
か
な
か
っ
た
各
家
に

は
、
役
員
さ
ん
が
お
団
子
を
お
配
り
く
だ

さ
い
ま
す
（
町
外
檀
家
に
は
発
送
し
ま

す
）。 

 
 
 
 
 
 

記 

平
成
二
六
年
二
月
一
五
日
（
日
） 

 

八
時
半
〜 

 

※
ま
た
、
前
日
の
一
四
日
（
土
）
は
涅
槃

団
子
作
り
を
九
時
か
ら
行
い
ま
す
。
町
内

で
お
手
伝
い
の
お
願
い
は
し
て
お
り
ま

す
が
、
町
内
外
問
わ
ず
、
お
時
間
あ
り
ま

す
方
は
、
お
手
伝
い
頂
け
る
と
幸
い
で
す
。 

◎
大
般
若
会 

 

左
記
の
通
り
、
大
般
若
会
を
行
い
ま
す
。 

近
隣
ご
寺
院
さ
ま
方
に
お
手
伝
い
頂
き
、

大
般
若
経
六
百
巻
を
、
転
読
と
い
う
方
法

で
お
読
み
し
、
そ
の
功
徳
を
も
っ
て
、
皆

さ
ま
の
幸
せ
を
お
祈
り
す
る
法
要
で
す
。 

 

な
お
、
法
要
後
の
講
話
は
、
土
岐
の
東

濃
地
科
学
セ
ン
タ
ー
研
究
員
・
安
江
健
一

先
生
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
飯
地
を
含
む

当
地
の
地
形
的
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
、
た

い
へ
ん
興
味
深
い
内
容
を
、
分
か
り
や
す

く
お
話
し
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 

記 

平
成
二
六
年
三
月
四
日
（
水
） 

 

一
〇
時
〜 

お
昼
ご
は
ん
有
り 

講
話
（
法
要
後
） 

「
東
濃
地
方
の
地
形
と
地
質
に
つ
い
て
」 

講
師 

安
江
健
一
先
生
（
理
学
博
士
） 

 
 

（
独
）
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構 

 
 
 

東
濃
地
科
学
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 

地
層
科
学
研
究
部 

研
究
員 

出典：『中外日報』平成 26年 1月 23日号 


