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告
別
式
の
平
準
化
と
作
法
書

山
田
慎
也

は
じ
め
に

❶
告
別
式
の
成
立

❷ 

戦
前
の
作
法
書

❸
戦
後
の
作
法
書

❹
地
方
別
の
作
法
書
の
成
立

❺
告
別
式
と
そ
の
位
置
づ
け

お
わ
り
に

﹇
論
文
要
旨
﹈

　

本
稿
は
、
近
代
以
降
、
葬
儀
に
お
い
て
告
別
式
が
中
心
的
な
儀
礼
と
し
て
成
立
し
、
次
第
に
地
方

に
普
及
し
て
行
く
様
相
を
、
作
法
書
と
葬
儀
記
録
な
ど
の
関
連
資
料
を
通
し
て
分
析
し
、
民
俗
儀
礼

の
平
準
化
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
言
説
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
近
代
の
葬
制
は
、
葬

列
を
行
い
自
宅
と
寺
院
、
墓
地
な
ど
で
そ
れ
ぞ
れ
儀
礼
を
行
う
な
ど
、
い
く
つ
も
の
儀
礼
の
連
続
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
葬
列
が
無
駄
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
都
市
構
造
の
発
達
に
よ
っ
て
実
施
が

困
難
に
な
る
中
で
、
誕
生
し
た
の
が
告
別
式
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
告
別
式
の
濫
觴
と
さ
れ
る
中
江
兆

民
の
儀
礼
は
、
宗
教
儀
礼
を
否
定
し
葬
儀
の
代
替
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
告
別
式
は
焼
香

な
ど
の
葬
儀
の
会
葬
部
分
を
分
離
し
た
も
の
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
当
時
は
基
本
的
に
葬
儀
式
と
会

葬
部
分
の
告
別
式
は
分
離
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
期
の
作
法
書
で
は
、
総
体
と
し
て
新
た
な
形
式
と

し
て
お
り
、
ま
た
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
認
識
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

　

戦
後
に
な
る
と
、
こ
の
分
離
形
式
が
正
統
な
方
式
と
し
て
認
識
さ
れ
る
一
方
で
、
次
第
に
一
体
化

し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
葬
儀
を
含
め
て
告
別
式
を
中
心
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な

る
。
一
方
で
、
都
道
府
県
別
の
作
法
書
が
一
九
八
〇
年
代
以
降
登
場
す
る
と
、
告
別
式
の
記
述
は
ほ

ぼ
同
一
で
あ
る
と
と
と
に
、
東
京
を
正
統
な
方
式
と
し
、
現
地
で
は
一
体
化
し
た
も
の
が
実
施
さ
れ

て
い
る
と
い
う
、
地
方
差
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
結
果
と
し
て
ほ
ぼ
全
国
的
に
均
質
化

し
た
状
況
が
呈
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
地
域
に
よ
っ
て
は
も
っ
と
多
様
な
状
況
を
示
し
て

い
る
が
、
作
法
書
と
い
う
支
配
的
言
説
に
よ
っ
て
儀
礼
の
あ
り
よ
う
が
収
斂
化
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
告
別
式
、
作
法
書
、
近
代
化
、
葬
儀
、
儀
礼
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は
じ
め
に

日
本
の
葬
送
儀
礼
の
大
き
な
特
徴
は
、
明
治
後
期
に
東
京
に
お
い
て
成
立
し
た
告

別
式
が
、
次
第
に
中
心
的
儀
礼
と
な
っ
て
全
国
に
広
ま
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
告
別

式
を
行
う
空
間
と
し
て
祭
壇
を
飾
り
つ
け
、
告
別
式
以
外
の
一
連
の
儀
礼
も
そ
こ
で

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
空
間
は
、
昭
和
初
期
に
次
第
に

喪
家
自
宅
に
設
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
）
1
（

、
し
ば
ら
く
は
そ
の
時
代
が
続
い
た
が
、
一

九
九
〇
年
代
頃
か
ら
全
国
的
に
専
門
葬
儀
場
）
2
（

に
移
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
空

間
が
き
わ
め
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
、

そ
れ
ら
の
儀
礼
を
一
切
行
わ
ず
、
火
葬
の
み
を
行
う
「
直
葬
」
も
増
加
し
つ
つ
あ
る

〔
山
田　

二
〇
〇
四　

七
八-

八
〇
〕。

告
別
式
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
先
学
が
す
で
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
葬
儀
の
近
代

化
の
な
か
で
い
ち
早
く
告
別
式
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
は
井
上
章
一
で
あ
っ
た
。

井
上
は
、
霊
柩
車
の
意
匠
を
通
し
て
葬
儀
の
近
代
化
を
分
析
し
て
い
る
が
、
ト
ピ
ッ

ク
的
に
告
別
式
の
成
立
を
作
法
書
の
記
述
を
素
材
と
し
て
考
察
し
、
昭
和
初
期
に

浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
〔
井
上　

一
九
八
四　

一
六
〇-

一
六
五
〕。

そ
し
て
告
別
式
の
濫
觴
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
、
思
想
家
で
あ
る
中
江
兆
民

の
死
に
際
し
て
行
わ
れ
た
儀
礼
で
あ
り
、
中
江
の
死
生
観
と
告
別
式
執
行
の
背
景
に

つ
い
て
、
村
上
興
匡
が
分
析
を
試
み
、
宗
教
儀
礼
の
代
替
と
し
て
自
己
の
生
の
最
終

表
現
と
遺
族
と
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
、
告
別
式
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
〔
村
上　

二
〇
〇
一
〕。

た
だ
し
、
告
別
式
が
普
及
す
る
際
に
は
、
中
江
兆
民
の
死
去
の
際
に
行
わ
れ
た
よ

う
な
当
初
の
形
態
で
は
な
く
、
そ
の
形
が
大
き
く
変
容
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
葬
列

に
変
わ
る
新
た
な
葬
儀
の
や
り
方
と
し
て
東
京
な
ど
の
都
市
部
を
中
心
に
広
ま
っ
て

い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
会

葬
行
為
と
し
て
の
焼
香
や
玉
串
奉
奠
を
中
心
と
し
た
儀
礼
で
あ
り
、
そ
こ
に
従
来
の

読
経
、引
導
な
ど
の
儀
礼
が
付
随
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た〔
山

田　

二
〇
一
三　

一
四
六-

一
四
九
〕。
そ
し
て
、
地
方
に
お
い
て
も
告
別
式
が
浸
透

し
て
い
く
中
で
、
地
域
の
実
情
に
あ
わ
せ
て
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
様
相
に
つ
い
て
は

以
前
検
討
を
行
っ
て
い
る
〔
山
田　

二
〇
一
三　

一
五
四-

一
五
六
〕。

し
か
し
、
国
内
に
お
い
て
告
別
式
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
だ

そ
の
全
容
に
つ
い
て
は
明
確
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
か
つ
て

井
上
章
一
が
告
別
式
の
成
立
を
作
法
書
を
通
し
て
行
っ
た
よ
う
に
、
地
域
別
の
冠
婚

葬
祭
の
作
法
書
に
お
け
る
告
別
式
の
記
述
を
お
さ
え
る
な
か
で
、
地
方
に
お
け
る
告

別
式
の
認
識
の
あ
り
方
を
析
出
し
て
い
き
た
い
。
井
上
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
冠
婚

葬
祭
の
作
法
書
の
記
述
は
概
し
て
保
守
的
で
あ
り
、
新
風
俗
を
直
ち
に
と
り
い
れ
る

こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
新
風
俗
が
定
着
し
て
生
活
の
中
に
根
付
い
た
と
き
、
は
じ
め

て
こ
れ
を
掲
載
す
る
と
い
う
〔
井
上　

一
九
八
四　

一
六
一
〕。
こ
う
し
た
点
で
、
冠

婚
葬
祭
の
作
法
書
は
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
慣
習
と
し
て
内
容
が
期
待
さ
れ
る
一
方
、

必
ず
し
も
、
実
際
の
葬
儀
の
様
態
と
同
一
で
は
な
い
可
能
性
も
は
ら
ん
で
い
る
。
し

か
し
そ
の
場
合
、
記
述
は
そ
れ
を
正
統
と
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、「
正
し
い
」
方

式
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
方
向
へ
収
斂
し
、
ま
た
依
拠
す
る
よ
う

に
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
人
々
の
認
識
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
、
大
ま
か
に
は
そ
の
方
向
に
移
行
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
地
方
別
の
冠
婚
葬
祭
の
作
法
書
の
存
在
は
、
情
報
発
信
の
中
心
で
あ
る

東
京
を
中
心
と
し
た
作
法
書
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
認
識

を
背
景
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
も
に
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
盛
ん

に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
地
方
別
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
地
域
に
お
け
る
儀
礼

の
認
識
を
捉
え
る
こ
と
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
告
別
式
の
成
立
と
そ
の
様
態
を
押
え
た
上
で
、
地
域
差
を
意
識
し

て
い
な
い
東
京
中
心
の
作
法
書
に
お
け
る
告
別
式
を
捉
え
、
さ
ら
に
地
方
別
の
告
別

式
の
認
識
の
あ
り
方
を
把
握
し
て
い
き
た
い
。
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❶
告
別
式
の
成
立

近
代
に
告
別
式
が
成
立
す
る
に
は
、
従
来
の
葬
送
儀
礼
が
肥
大
化
し
負
担
感
が
増

し
て
そ
れ
を
無
駄
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
従
来
の
葬

儀
は
、
葬
列
を
中
心
と
し
た
葬
儀
で
あ
り
、
す
で
に
一
七
世
紀
末
よ
り
、
龕
師
、
龕

屋
、
乗
物
屋
と
い
わ
れ
る
葬
具
業
者
が
誕
生
し
、
棺
や
輿
、
駕
籠
な
ど
を
調
達
し
て
、

葬
列
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
〔
木
下　

二
〇
一
〇　

二
二
八-

二
三
〇
〕。

さ
ら
に
近
代
に
な
る
と
従
来
の
身
分
的
規
制
が
な
く
な
る
こ
と
で
、
葬
列
の
肥
大

化
が
よ
り
進
展
し
て
い
き
〔
平
出　

一
九
七
一
（
一
九
〇
一
）　

一
〇
〕、
中
産
の
家
が

一
両
年
に
二
親
の
葬
儀
を
出
す
と
身
代
が
傾
く
と
ま
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
〔
野

口　

一
八
九
八　

一
〕。
そ
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
近
代
の
葬
送
儀
礼
の
先
行
研
究
の

蓄
積
が
あ
り
〔
井
上　

一
九
八
四
、
村
上
一
九
九
〇
な
ど
〕、
さ
ら
に
東
京
の
肥
大
し

た
葬
列
の
具
体
的
な
様
態
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
〔
山
田　

二
〇
一
五
〕。

こ
の
よ
う
な
葬
列
の
肥
大
化
に
対
し
て
、
路
面
電
車
や
自
動
車
な
ど
の
交
通
機
関

の
発
達
、
市
域
の
拡
大
な
ど
都
市
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
施
が
次
第
に
困
難

に
な
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
葬
列
を
無
駄
な
も
の
で
あ
る
と
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い

く
こ
と
で
、
次
第
に
葬
列
の
廃
止
が
生
起
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
な
か
で
告
別
式

が
成
立
し
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
掛
け
て
次
第
に
人
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た
こ

と
が
背
景
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
井
上　

一
九
八
四　

一
六
〇-

一
六
五
、
村
上　

一
九
九
〇　

四
七-

四
九
〕。

も
う
一
方
は
、
告
別
式
の
成
立
の
思
想
的
背
景
と
し
て
、
近
代
合
理
主
義
的
発
想

に
よ
り
従
来
の
葬
儀
の
否
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
江
兆
民
が
「
無

神
無
霊
魂
」
を
唱
え
た
唯
物
論
者
で
あ
り
〔
中
江　

一
九
八
三
（
一
九
〇
一
）〕、
宗
教

に
よ
る
葬
儀
を
否
定
し
、
火
葬
の
み
行
う
こ
と
を
遺
言
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ

で
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
遺
族
や
友
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
仏
教
や
神
道
な
ど

の
既
存
宗
教
の
色
彩
の
な
い
告
別
式
を
考
案
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
〔
村
上　

二
〇

〇
一　

九
〕。
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
一
二
月
一
五
日
付
『
朝
日
新
聞
』
や
『
読

売
新
聞
』
で
は
、「
遺
言
に
依
り
一
切
の
宗
教
上
の
儀
式
を
用
い
ず
候
付
（
中
略
）

青
山
会
葬
場
に
於
て
知
己
友
人
相
会
し
告
別
式
執
行
致
候
」
と
、
宗
教
儀
礼
を
行
わ

な
ず
、「
告
別
式
」
を
行
う
旨
が
告
知
さ
れ
て
い
る
。

中
江
の
死
去
の
際
に
行
わ
れ
た
告
別
式
の
形
態
は
、
従
来
の
仏
式
葬
儀
か
ら
仏
教

的
要
素
を
排
除
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
は
自
宅
で
通
夜
を
行
っ
た
後
、
葬
儀
当

日
は
自
宅
か
ら
葬
列
を
し
て
葬
儀
式
場
に
向
か
う
が
、
そ
の
際
に
仏
教
的
な
輿
や
蓮

華
の
造
花
な
ど
を
伴
わ
ず
、
名
前
を
書
い
た
銘
旗
と
棺
を
運
ぶ
た
め
の
車
で
あ
る
棺

車
の
後
ろ
に
参
列
者
が
連
な
る
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
葬
儀
式
場
は
、
寺

院
で
は
な
く
青
山
会
葬
場
（
青
山
斎
場
）
で
あ
り
、
読
経
の
代
わ
り
に
追
悼
演
説
、

弔
詞
（
弔
辞
）、
弔
詩
、
弔
歌
な
ど
で
あ
り
、
焼
香
の
代
わ
り
に
棺
前
告
別
と
称
し

て
棺
の
前
で
敬
礼
が
行
わ
れ
た
〔
幸
徳　

一
九
〇
二　

一
〇
〇
〕。
つ
ま
り
当
時
の
葬

儀
の
過
程
に
従
っ
て
、
そ
の
な
か
で
仏
教
的
と
思
わ
れ
る
も
の
を
排
除
し
て
代
替
の

も
の
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
弔
詞
な
ど
死
者
へ
の
告
別
と
追
悼
が
中
心
で
あ

り
、
葬
儀
の
代
替
儀
礼
と
し
て
現
在
の
い
わ
ゆ
る
無
宗
教
お
別
れ
会
に
近
い
も
の
で

あ
っ
た
。

た
だ
し
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り
珍
し
い
儀
礼
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
の
新
聞
で

は
「
一
代
の
奇
人
は
前
古
無
比
の
奇
式
に
依
り
て
茲
に
無
神
無
霊
魂
説
の
実
行
を
な

し
訖
は
ん
ぬ
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
一
年
一
二
月
一
八
日
付
）
と
あ
り
、
つ

ま
り
「
当
代
の
奇
人
は
前
代
未
聞
の
奇
妙
な
式
を
し
て
、
無
神
無
霊
魂
説
を
実
行
し

た
」
と
報
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、確
か
に
告
別
式
は
次
第
に
行
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
は
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
無
宗
教
の
葬
儀
の
代
替
儀
礼
と
し
て
の
告
別
式
が
広
ま
っ
た
の
で
は
な

い
。
の
ち
に
「
仏
式
告
別
式
」、「
神
式
告
別
式
」
と
称
す
る
告
別
式
が
一
般
に
浸
透

し
て
い
っ
た
〔
山
田
二
〇
一
三　

一
四
四-

一
四
九
〕。
た
だ
、
当
時
の
告
別
式
が
ど

の
よ
う
な
認
識
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
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❷
戦
前
の
作
法
書

前
記
の
よ
う
な
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
成
立
し
た
告
別
式
に
つ
い
て
、
井
上
章

一
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
作
法
書
に
お
い
て
は
昭
和
期
に
な
っ
て
初
め
て
言
及
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
〔
井
上　

一
九
八
四　

一
六
一
〕。
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
刊
行
の

甫
守
謹
吾
『
現
代
の
作
法
』
で
は
、「
現
今
は
都
会
地
に
於
て
は
葬
式
に
代
へ
る
に

告
別
式
を
以
て
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
あ
り
〔
甫
守　

一
九
二
七　

二
七
二
〕、
葬
儀
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
告
別
式
が
あ
り
、
都
市
に
お
け
る
流
行
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
従
来
の
葬
儀
に
代
わ
る
も
の
も
こ
の
記
述
か

ら
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
告
別
式
の
挿
絵
が
載
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
正
面
背
後
に
屏
風
が
立
て
ら

れ
そ
の
前
に
棺
が
安
置
さ
れ
、
棺
前
に
あ
る
白
布
を
掛
け
た
机
の
上
に
は
燭
台
や
打

菓
子
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
祭
壇
に
向
か
っ
て
左
側
に

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
引
導
下
炬
集
』
は
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
に
初
版

が
発
行
さ
れ
て
い
る
が
）
3
（

、
こ
の
初
版
に
は
告
別
式
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
。
こ
の

書
籍
は
七
版
を
重
ね
る
が
、関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
紙
型
が
消
失
し
、一
九
二
四
（
大

正
一
三
）
年
に
改
訂
第
八
版
が
上
梓
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
増

補
九
版
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
増
補
九
版
を
架
蔵
し
て
お
り
、
告
別
式
の
記

述
に
つ
い
て
は
、付
録
の
「
葬
儀
規
範
」
第
一
四
章
雑
（
四
）
に
あ
る
。
初
版
本
で
は
、

（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
三
項
目
の
み
で
あ
り
、
増
補
第
九
版
で
は
、（
一
）
か
ら

（
三
）
ま
で
は
初
版
と
同
じ
で
、（
四
）
以
降
が
加
わ
っ
て
、
告
別
式
の
状
況
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

（
四
）
告
別
式
、
近
来
寺
院
又
は
自
宅
に
て
告
別
式
を
な
す
こ
と
流
行
し
葬

儀
の
一
新
形
式
と
な
れ
り
、
か
ゝ
る
形
式
の
生
れ
し
所
以
は
全
く
近
代
生
活
の

繁
多
な
る
が
為
に
会
葬
者
に
無
益
の
時
間
を
浪
費
せ
し
め
ざ
る
喪
主
の
意
楽
よ

り
出
で
し
も
の
な
ら
ん
も
、
又
一
面
に
は
古
き
形
式
の
無
意
義
に
倦
き
た
る
近

代
人
の
要
求
に
基
づ
け
る
も
の
な
る
べ
く
教
家
の
三
思
す
べ
き
現
象
と
云
ふ
べ

し
、
宜
し
く
之
を
善
導
し
て
時
代
に
適
切
な
る
新
様
式
を
工
夫
す
べ
し
〔
須
賀　

一
九
三
一　

三
四
〕。

寺
院
や
自
宅
に
お
い
て
告
別
式
を
行
う
の
が
流
行
し
、
告
別
式
が
葬
儀
の
ひ
と
つ

の
新
形
式
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
近
代
生
活
が
多
忙

と
な
り
、
会
葬
者
に
無
益
な
時
間
を
浪
費
さ
せ
な
い
た
め
の
喪
主
の
配
慮
で
あ
る
と

と
も
に
、
古
い
形
式
に
そ
の
意
義
を
見
い
だ
せ
ず
飽
き
ら
れ
て
い
る
点
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
宗
教
者
が
熟
考
す
べ
き
こ
と
と
指
摘
し
て
お
り
、
時
代
に
合
わ
せ
た
新
様
式

を
工
夫
す
べ
き
も
の
と
須
賀
は
述
べ
て
い
る
。葬
列
を
中
心
と
し
た
従
前
の
葬
儀
は
、

自
宅
出
棺
か
ら
同
行
し
て
参
列
す
る
形
式
の
た
め
、
葬
儀
参
列
の
時
間
が
長
く
な
る

だ
け
で
な
く
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
終
了
す
る
の
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
問
題

で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
生
活
改
善
運
動
に
お
い
て
も
葬
儀
は
時
間
厳
守
の
励
行
が
課
題

図1　告別式の図（『現代の作法』p.271より転載）

は
僧
侶
が
座
っ
て
お
り
、
右
側
に

は
遺
族
が
立
っ
て
並
ん
で
い
る
。

そ
の
前
で
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
の
男

性
が
弔
辞
ら
し
き
も
の
を
読
ん
で

い
る
図
で
あ
る
（
図
1
）。
祭
壇

前
に
は
椅
子
が
無
く
、
祭
壇
前
で

焼
香
を
す
る
形
態
で
あ
る
。

さ
ら
に
告
別
式
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
浄
土
宗
僧
侶
と
考
え
ら
れ

る
須
賀
隆
賢
執
筆
の
『
引
導
下
炬

集
』
に
詳
し
い
。
こ
れ
は
引
導
法

語
が
集
成
さ
れ
た
著
書
で
あ
る

が
、
付
録
と
し
て
「
葬
儀
規
範
」
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と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
大
き
く
二
つ
の
式
場
の
相
違
が
あ
っ
た
。

（
イ
）
寺
院
に
て
告
別
式
を
挙
行
す
る
場
合
は
先
づ
喪
主
親
戚
の
み
に
て
通
途

の
葬
儀
式
を
執
り
行
ひ
然
る
後
一
時
間
乃
至
二
時
間
ほ
ど
の
間
に
随
意
焼
香
せ

し
む
べ
し
、
此
際
喪
主
は
式
場
の
喪
主
席
に
着
座
（
或
は
起
立
）
し
焼
香
を
終

り
て
退
出
す
る
会
葬
者
に
挨
拶
を
な
す
べ
し
、
随
意
焼
香
中
仏
前
に
て
極
め
て

静
か
に
念
仏
又
は
誦
経
す
る
も
可
な
り
〔
須
賀　

一
九
三
一　

三
四
〕。

こ
れ
は
寺
院
に
お
け
る
告
別
式
に
つ
い
て
の
方
式
で
あ
る
。
ま
ず
葬
儀
式
を
先
に

行
い
、
そ
の
後
で
焼
香
を
随
時
に
行
う
時
間
を
設
け
る
形
式
で
あ
る
。
喪
主
は
会
葬

者
に
挨
拶
を
す
る
よ
う
に
、
祭
壇
で
は
な
く
会
葬
者
側
を
向
く
よ
う
に
し
、
僧
侶
も

座
を
脇
に
変
え
る
。
一
方
、
自
宅
の
告
別
式
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
ロ
）
自
宅
に
て
告
別
式
を
な
す
場
合
は
棺
を
ば
大
広
間
、
座
敷
、
又
は
故
人

の
日
常
起
臥
せ
し
居
室
に
安
置
し
香
華
灯
明
等
適
宜
に
供
養
し
、
喪
主
は
棺
側

若
し
く
ば
次
室
に
あ
り
て
焼
香
者
に
挨
拶
を
な
す
べ
し
、
此
間
役
僧
を
棺
側
に

侍
せ
し
め
、
誦
経
念
仏
せ
し
む
る
も
可
な
り
、
随
意
焼
香
終
了
後
出
棺
の
用
意

を
な
し
、
第
七
章
に
規
定
せ
る
葬
儀
式
に
よ
り
て
之
を
送
る
べ
し
、
筆
者
曾
て

或
商
家
に
て
告
別
式
を
行
ふ
に
当
り
、
会
葬
者
を
し
て
店
頭
よ
り
下
足
の
ま
ゝ

焼
香
せ
し
め
つ
ゝ
あ
る
を
見
た
る
こ
と
あ
り
、
会
葬
者
の
便
利
を
考
慮
し
て
の

工
夫
な
り
し
な
ら
ん
も
非
礼
の
甚
だ
し
き
も
の
な
り
。
会
葬
者
の
厚
意
を
軽
ん

じ
、
故
人
に
対
す
る
の
礼
を
失
す
る
も
の
と
謂
う
べ
し
、
か
ゝ
る
場
合
は
力
め

て
静
粛
、
丁
重
、
敬
虔
に
営
む
べ
し
。
然
ら
ず
ば
却
っ
て
悪
風
陋
習
を
創
始
す

る
惧
れ
あ
り
、
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
〔
須
賀　

一
九
三
一　

三
四-

三
五
〕。

こ
こ
で
は
先
に
一
般
の
参
列
者
の
随
時
焼
香
を
先
に
受
け
つ
け
、
そ
の
後
で
葬
儀

式
を
行
い
、
出
棺
の
順
番
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
場
合
寺
院
で
の
告
別
式
と
は
葬
儀
、

随
時
焼
香
と
順
番
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
自
宅
で
の
告
別
式
で
は
、
会
葬
者

を
家
の
中
に
招
き
入
れ
る
と
き
に
、
靴
を
履
い
た
ま
ま
焼
香
を
す
る
こ
と
に
対
し
、

会
葬
者
へ
の
便
利
を
配
慮
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
故
人
と
会
葬
者
に
対
し

て
失
礼
な
こ
と
と
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
須
賀
が
葬
儀
式
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
自
宅
以
外
で
お
こ
な
わ
れ
る
葬

送
儀
礼
の
中
心
的
儀
礼
で
あ
り
、
引
導
式
も
し
く
は
下
炬
式
な
ど
を
指
し
て
い
る
。

そ
し
て
自
宅
で
の
儀
礼
は
内
諷
経
、
自
宅
以
外
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
中
心
的

儀
礼
は
外
諷
経
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

通
常
、
仏
式
葬
儀
は
、
故
人
が
剃
髪
受
戒
を
し
て
出
家
を
し
、
導
師
の
引
導
、
下

炬
作
法
に
よ
っ
て
仏
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
他
界
に
送
ら
れ
る
と
い
う
儀
礼
構
造
で

あ
り
、
こ
の
引
導
作
法
や
下
炬
式
が
、
葬
儀
の
も
っ
と
も
重
要
な
儀
礼
と
な
り
、
従

来
は
寺
院
や
墓
地
な
ど
で
行
わ
れ
た
。
浄
土
真
宗
の
よ
う
に
引
導
作
法
が
教
義
上
な

い
宗
派
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
寺
院
や
墓
地
で
の
勤
行
は
あ
っ
た
。

須
賀
は
、
葬
儀
は
堂
内
式
、
露
地
式
、
三
昧
式
の
三
種
類
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

堂
内
式
と
は
寺
院
の
本
堂
で
行
う
も
の
で
あ
り
、
露
地
式
は
葬
儀
の
最
も
原
始
的
な

も
の
で
、
広
野
、
山
間
、
林
中
な
ど
で
式
を
行
う
も
の
、
三
昧
式
は
火
葬
場
ま
た
は

墓
地
で
行
う
も
の
で
あ
る
〔
須
賀　

一
九
三
一　

一
六-

一
七
〕。
こ
れ
は
告
別
式
成

立
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
須
賀
の
言
う
「
葬
儀
式
」
を
ど

こ
に
位
置
づ
け
る
か
が
、
自
宅
と
葬
儀
場
で
異
な
っ
て
い
た
。　

さ
ら
に
国
民
儀
礼
普
及
会
編
『
現
代
礼
儀
作
法
全
書
』〔
国
民
礼
儀
普
及
会
編　

一

九
四
〇
〕
で
は
、
仏
式
の
葬
儀
の
後
に
、
第
五
節
「
現
代
式
の
簡
略
な
葬
儀
」
と
し

て
告
別
式
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

最
近
の
傾
向
と
し
て
会
葬
者
の
手
数
と
時
間
を
省
き
、
且
つ
葬
儀
費
用
を
節

す
る
こ
と
が
流
行
し
て
ゐ
る
。

即
ち
途
中
行
列
を
廃
し
て
、
一
般
会
葬
者
は
式
場
に
集
ま
り
、
喪
主
及
び
近
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親
の
者
は
、
棺
を
柩
車
（
馬
車
、
自
動
車
）
に
乗
せ
て
先
頭
と
し
、
自
分
た
ち

も
ま
た
自
動
車
、
俥
な
ど
で
こ
れ
に
附
き
随
ひ
、
一
直
線
に
式
場
に
向
ひ
、
直

ち
に
式
に
移
る
の
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
簡
略
し
て
、
入
棺
式
後
そ
の
棺
前
に

お
い
て
一
般
会
葬
者
の
告
別
式
を
も
行
い
、
途
中
行
列
を
廃
し
、
棺
は
直
ち
に

霊
柩
自
動
車
に
て
火
葬
場
に
送
り
、
こ
ゝ
で
荼
毘
に
附
し
て
骨
上
式
を
行
ひ
、

肉
親
縁
者
の
み
に
て
墓
所
に
埋
葬
す
る
こ
と
も
次
第
に
行
わ
れ
る
や
う
に
な
っ

た
〔
国
民
礼
儀
普
及
会
編　

一
九
四
〇　

一
九
三-

一
九
四
〕。

や
は
り
会
葬
者
の
時
間
的
な
効
率
性
や
経
済
性
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
葬
儀
の
簡
略
化

が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
葬
列
が
廃
止
さ
れ
、
霊
柩
車
と

自
動
車
等
に
よ
る
移
動
に
代
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
後
通
常
の
葬
儀
と
な
る
。

こ
れ
は
従
来
の
葬
儀
で
葬
列
を
廃
止
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
が
、
自
宅
告
別

式
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
宅
で
納
棺
式
の
あ
と
、
そ
の
ま
ま
告
別
式
を
行
う
も
の
と

し
て
い
る
。
従
来
の
葬
儀
に
代
わ
っ
て
自
宅
告
別
式
を
行
う
た
め
、
葬
列
は
も
ち
ろ

友
社
編　

一
九
四
〇　

二
九
五-

二
九
六
〕
で
は
、
場
所
の
設
定
か
ら
説
明
が
始
ま
る
。

葬
儀
と
告
別
式

▼

告
別
式
を
行
ふ
場
所
の
選
び
方

葬
儀
は
死
者
に
対
す
る
人
と
し
て
の
最
終
の
礼
儀
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
最
も

鄭
重
に
、
最
も
厳
粛
に
行
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。

今
日
、
都
会
地
で
は
多
く
告
別
式
の
語
が
用
ひ
ら
れ
ま
す
か
ら
、
以
下
告
別

式
の
順
序
を
申
上
げ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
こ
の
死
者
と
の
最
後
の
お
別
れ

で
あ
る
告
別
式
を
、
自
宅
で
行
ふ
か
、
お
寺
や
そ
の
他
の
斎
場
で
行
ふ
か
は
、

家
の
事
情
や
弔
問
者
の
便
利
等
を
考
へ
て
、
そ
の
家
族
と
親
族
間
に
て
決
定
い

た
し
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
各
係
を
お
き
、
手
順
を
定
め
て
混
雑
を
さ
け
、

時
間
を
節
約
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
ま
せ
う
。

先
ず
告
別
式
の
場
を
自
宅
か
も
し
く
は
寺
院
や
斎
場
と
す
る
か
に
選
択
肢
が
分
か

れ
る
が
、
い
ず
れ
も
時
間
な
ど
の
効
率
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
基
本
的

に
は
自
宅
で
行
う
こ
と
が
最
も
利
便
的
で
あ
る
こ
と
は
次
の
文
か
ら
う
か
が
え
る
。

▼

自
宅
で
行
ふ
場
合
と
そ
の
他
の
場
合

告
別
式
は
自
宅
で
行
ふ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
最
も
便
利
で
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
が
不
便
の
場
合
は
、
お
寺
で
行
ふ
の
が
通
例
で
あ
り
ま
す
。
都
会
地
で
は
、

例
え
ば
東
京
で
は
青
山
斎
場
や
谷
中
斎
場
の
や
う
な
、
公
共
の
斎
場
で
行
ふ
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

自
宅
で
告
別
式
を
行
ふ
場
合
に
は
、
弔
問
者
の
混
雑
を
避
け
る
上
か
ら
、
な

る
べ
く
庭
に
向
い
た
座
敷
で
行
ひ
、
玄
関
に
受
附
を
お
き
、
弔
問
者
を
座
敷
に

通
し
て
、
告
別
を
済
ま
せ
た
も
の
は
、
入
つ
て
来
た
の
と
は
別
の
方
か
ら
出
る

や
う
に
す
れ
ば
、
混
雑
が
避
け
ら
れ
て
便
利
で
す
。

自
宅
で
告
別
式
を
挙
げ
る
に
は
場
所
が
狭
い
と
か
、そ
の
他
不
便
の
場
合
は
、

図2　告別式（『現代礼儀作法全書』p.193より転載）

ん
な
く
、火
葬
、埋
葬
と
な
っ

て
い
る
。

つ
ま
り
上
記
、
甫
守
謹
吾

『
現
代
の
作
法
』、
須
賀
隆
賢

『
引
導
下
炬
集
』、
国
民
礼
儀

普
及
会
編
『
現
代
礼
儀
作
法

全
書
』の
三
つ
の
記
述
と
も
、

葬
儀
の
代
替
と
し
て
、
新
た

な
方
式
と
し
て
告
別
式
が
認

識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。ま

た
主
婦
の
友
社
編
の

『
家
庭
作
法
宝
典
』〔
主
婦
の
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お
寺
か
斎
場
で
執
行
し
ま
す
。
こ
の
場
合
も
、
混
雑
を
避
け
、
静
粛
に
鄭
重
に

行
ふ
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ぬ
。

自
宅
告
別
式
が
最
も
便
利
で
あ
り
、
弔
問
者
の
導
線
を
確
保
す
る
た
め
に
、
庭
に

面
し
て
祭
壇
を
設
営
し
、
入
口
と
出
口
を
分
け
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。
そ
し
て
次

に
遺
族
の
並
び
方
と
式
次
第
で
あ
る
。

▼

告
別
式
を
挙
げ
る
方
法

告
別
式
を
挙
げ
る
に
は
、霊
柩
を
正
面
に
安
置
し
ま
す
。
自
宅
や
お
寺
で
は
、

家
族
や
親
族
は
霊
（
　
マ
　
マ
　
）

柩
車
に
向
か
つ
て
右
側
に
並
び
、
友
人
そ
の
他
の
人
々
は
左

側
に
並
び
ま
す
が
、
斎
場
で
行
ふ
場
合
に
は
こ
れ
と
は
反
対
に
並
ぶ
の
で
す
。

告
別
式
は
お
坊
様
の
読
経
が
あ
り
、家
族
及
び
親
族
の
礼
拝
が
あ
つ
て
か
ら
、

一
般
弔
問
者
の
告
別
に
移
り
ま
す
。
多
く
の
場
合
は
混
雑
を
避
け
る
上
か
ら
、

一
般
の
告
別
式
よ
り
も
、
一
時
間
か
一
時
間
半
く
ら
ゐ
先
に
、
家
族
及
び
親
類

の
者
の
告
別
式
を
済
ま
せ
て
お
く
方
が
便
利
で
す
。

告
別
式
に
参
列
す
る
場
合
は
、
霊
前
に
焼
香
し
て
礼
拝
を
い
た
し
ま
す
。
そ

の
順
序
は
予
め
定
め
て
お
く
べ
き
も
の
で
、
途
中
に
飛
入
を
し
て
順
序
を
紊
る

こ
と
が
あ
つ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
弔
電
や
弔
辞
は
、
身
内
の
も
の
ゝ
告
別
す
る

と
き
に
朗
読
す
る
の
が
通
例
で
す
が
、
必
ず
し
も
一
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
、
係
員
で
適
宜
に
予
め
定
め
て
お
く
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
式
次
第
が
あ
る
が
、
告
別
式
を
二
つ
の
意
味
で
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
総

体
と
し
て
の
告
別
式
で
、
お
坊
様
の
読
経
、
家
族
及
び
親
族
の
礼
拝
、
一
般
弔
問
者

の
告
別
を
ふ
く
め
た
も
の
で
あ
り
、
葬
儀
の
代
替
式
と
も
い
え
る
。
一
方
で
個
々
の

儀
礼
も
告
別
式
と
称
し
て
お
り
、
家
族
親
族
の
も
の
の
告
別
式
、
一
般
弔
問
者
の
告

別
式
と
も
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
僧
侶
の
読
経
だ
け
で
は
な
く
、
弔
電
、

弔
辞
も
「
身
内
の
も
の
の
告
別
す
る
と
き
」
に
朗
読
す
る
の
が
通
例
と
い
っ
て
い
る

の
は
、
従
来
の
葬
送
儀
礼
の
引
導
式
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

じ
つ
は
当
時
の
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
も
、
実
際
に
は
告
別
式
の
使
い
方
は
多
様
で

あ
り
、時
に
は
葬
儀
の
過
程
の
な
か
で
何
度
も
告
別
式
を
行
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

例
え
ば
、
内
務
官
僚
で
犬
養
内
閣
に
お
い
て
は
司
法
大
臣
を
務
め
た
川
村
竹
治
は
、

一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
九
月
二
三
日
に
父
を
亡
く
し
た
。
そ
の
際
に
は
内
務
省
警

保
局
長
で
あ
り
、
神
式
の
自
宅
告
別
式
と
な
っ
た
。
そ
の
葬
儀
記
録
『
敬
弔
記
』
に

よ
れ
ば
、
九
月
二
五
日
の
午
前
一
〇
時
よ
り
「
告
別
祭
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
親
族
参

列
の
も
の
で
、
正
午
よ
り
午
後
二
時
ま
で
が
「
一
般
告
別
式
」
に
な
っ
て
い
る
。
一

〇
時
か
ら
の
儀
礼
は
、
神
葬
祭
ゆ
え
告
別
祭
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
個
人

の
経
歴
が
含
ま
れ
た
祭
詞
を
読
み
上
げ
る
な
ど
、
一
連
の
儀
礼
の
中
で
最
も
中
心
的

な
儀
礼
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
般
告
別
式
は
分
離
さ
れ
、
喪
主
お
よ
び
主
な
親

族
二
名
が
参
列
と
あ
り
、
会
葬
者
へ
の
対
応
の
人
と
考
え
ら
れ
る
。「
告
別
祭
」
は
、

通
常
の
神
葬
祭
で
あ
れ
ば
、「
葬
場
祭
」
に
該
当
す
る
儀
礼
で
あ
る
が
、「
告
別
祭
」

と
称
し
て
い
る
の
は
、
自
宅
で
の
式
で
あ
る
た
め
、
葬
場
祭
と
す
る
わ
け
に
は
い
か

ず
、
告
別
と
い
う
用
語
を
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
の
一
般
告
別
式
と

は
別
個
の
儀
礼
と
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
。

葬
儀
の
過
程
で
告
別
式
を
何
度
も
行
っ
て
い
る
事
例
は
外
務
官
僚
で
あ
っ
た
室
田

義
文
の
葬
儀
で
あ
る
。
室
田
義
文
は
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
九
月
五
日
に
小

田
原
の
自
宅
に
て
亡
く
な
っ
た
。
室
田
の
葬
儀
写
真
ア
ル
バ
ム
『
薫
香
』
の
中
で
、

室
内
に
張
ら
れ
た
式
次
第
に
よ
る
と
、
五
日
当
日
に
「
枕
経
」、「
納
棺
」、
翌
六
日

に
は
「
通
夜
」
を
午
後
一
〇
時
ま
で
、
ま
た
七
日
は
「
本
通
夜
」
が
午
後
一
一
時
ま

で
行
わ
れ
た
。
八
日
は
、「
棺
前
読
経
」
午
前
七
時
、「
告
別
式
」
を
午
前
七
時
半
よ

り
八
時
ま
で
自
宅
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
。
午
前
八
時
出
棺
で
あ
り
小
田
原
か
ら
東

京
の
旧
鹿
鳴
館
ま
で
霊
柩
車
で
移
動
す
る
。「
本
葬
」
は
、
鹿
鳴
館
に
お
い
て
一
二

時
半
よ
り
一
時
半
ま
で
行
わ
れ
、
そ
の
後
「
告
別
式
」
を
午
後
二
時
か
ら
三
時
ま
で

行
い
、
鹿
鳴
館
を
博
善
社
の
落
合
火
葬
場
に
む
け
て
出
棺
し
、
午
後
三
時
半
火
葬
場

に
到
着
、
四
時
よ
り
火
葬
と
な
っ
て
い
る
。
午
後
六
時
半
そ
の
ま
ま
谷
中
墓
地
に
む
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か
っ
て
納
骨
と
な
る
日
程
で
あ
っ
た
。
東
京
旧
鹿
鳴
館
で
行
わ
れ
た
の
は
葬
儀
と
告

別
式
で
あ
っ
た
が
、
小
田
原
の
本
邸
で
も
出
棺
前
の
棺
前
読
経
の
あ
と
、
告
別
式
を

行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
よ
う
に
、
告
別
式
は
一
回
だ
け
で
は
な
く
、
何
度

も
行
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
葬
儀
に
当
た
る
部
分
を
告
別
式
と
称
す
る
場
合

も
あ
っ
た
り
、
告
別
式
は
新
た
な
流
行
と
し
て
、
当
時
は
多
様
な
認
識
が
あ
っ
た
こ

と
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
戦
前
期
を
通
し
て
み
る
と
、
当
初
中
江
兆
民
の
葬
儀
の
際
に
行
わ
れ

た
告
別
式
は
、
従
来
の
葬
送
儀
礼
の
代
替
と
し
て
宗
教
的
と
思
え
る
要
素
を
排
除
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
仏
式
告
別
式
な
ど
、
従
来
の
中
心
的
な
儀
礼

で
あ
る
引
導
下
炬
式
な
ど
を
含
み
こ
み
、
告
別
焼
香
な
ど
を
組
み
込
ん
だ
総
体
と
し

て
の
告
別
式
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
告
別
式
と
し
て
安
定
し
な
い
部
分

も
あ
り
、
告
別
焼
香
部
分
を
告
別
式
と
称
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
認
識
は
多
様
で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
発
想
は
戦
後
の
告
別
式
の
認
識
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

❸
戦
後
の
作
法
書

戦
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
作
法
書
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

全
国
的
に
最
も
影
響
を
与
え
た
の
が
塩
月
八
重
子
に
よ
る
『
冠
婚

葬
祭
入
門
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
七
〇
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ

た
後
、『
続
冠
婚
葬
祭
入
門
』、『
図
解
冠
婚
葬
祭
』、『
続
々
冠
婚

葬
祭
』
と
シ
リ
ー
ズ
で
刊
行
さ
れ
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
累

計
七
〇
〇
万
部
と
も
い
わ
れ
）
4
（

、
そ
れ
以
降
も
塩
月
八
重
子
は
さ
ま

ざ
ま
な
作
法
書
を
出
版
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
点
で
こ
の
作
法
書
は
全
国
レ
ベ
ル
で
普
及
し
た
本
と

い
え
よ
う
。
そ
の
『
冠
婚
葬
祭
入
門
』
の
中
で
、
二
二
一
「
葬
儀

の
日
ど
り
は
友
引
を
避
け
た
ほ
う
が
よ
い
」
で
は
〔
塩
月　

一
九

七
〇　

一
三
七
〕

さ
て
、
通
夜
が
終
わ
る
と
、
近
親
者
に
よ
る
葬
儀
と
、
一
般
の
人
の
弔
問
を

受
け
る
告
別
式
の
準
備
に
と
り
か
か
り
ま
す
。
昔
は
、
葬
儀
と
告
別
式
を
別
個

に
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
、
ほ
と
ん
ど
、
葬
儀
か
ら
そ
の
ま
ま
告
別
式

に
移
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。

と
あ
り
、
葬
儀
と
告
別
式
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、こ
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
翌
年
刊
行
さ
れ
た『
図
解
冠
婚
葬
祭
』の
な
か
で
、

一
三
五
「
葬
儀
の
席
次
」
で
は
、
会
社
役
員
を
し
て
い
る
男
性
が
亡
く
な
っ
た
設
定

で
の
葬
儀
の
挿
絵
が
あ
る
。
そ
れ
は
斎
場
を
借
り
た
仏
式
の
葬
儀
の
設
定
で
、
祭
壇

前
に
遺
族
や
会
社
関
係
者
が
並
ん
で
い
る
図
が
あ
り
、
祭
壇
に
向
か
っ
て
中
央
よ
り

右
側
が
遺
族
親
族
、
左
側
が
会
社
関
係
や
故
人
の
友
人
知
人
が
描
か
れ
て
い
る
〔
塩

月　

一
九
七
一　

一
七
六-

一
七
七
〕（
図
3
）。
つ
ま
り
通
常
の
葬
儀
の
設
定
で
の
挿

絵
で
あ
る
。

図3 葬儀の席次（『図解冠婚葬祭』pp.176-177より転載）

図4　告別式（『図解冠婚葬祭』p.181より転載）
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さ
ら
に
一
三
八「
仏
式
の
葬
儀
・
告
別
式
」で
は
、「
葬
儀
は
故
人
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
、

つ
つ
が
な
く
成
仏
す
る
こ
と
を
祈
る
儀
式
で
す
」
と
あ
り
、
①
僧
侶
の
読
経
、
②
弔

辞
、
③
弔
電
の
披
露
、
④
僧
侶
の
焼
香
と
参
列
者
の
焼
香
、
⑤
お
礼
の
言
葉
と
し
て

葬
儀
が
終
わ
る
と
し
て
い
る
〔
塩
月　

一
九
七
一　

一
八
〇-

一
八
一
〕。
さ
ら
に

「
告
別
式
は
文
字
ど
お
り
故
人
と
の
最
後
の
別
れ
を
告
げ
る
式
で
す
。
僧
侶

は
正
面
の
座
を
は
ず
し
て
読
経
し
、
遺
族
た
ち
葬
儀
に
関
係
し
た
人
は
、
一
般

会
葬
者
の
ほ
う
へ
向
い
て
一
列
に
並
び
ま
す
。
こ
れ
は
、
会
葬
者
の
厚
意
に
黙

礼
し
て
答
え
る
た
め
で
す
。
僧
侶
の
読
経
の
う
ち
に
、
会
葬
者
の
焼
香
が
終
わ

り
、
僧
侶
が
退
場
し
た
と
こ
ろ
で
告
別
式
が
終
了
で
す
。

こ
の
葬
儀
と
告
別
式
は
い
っ
し
ょ
に
行
わ
れ
ま
す
が
、
葬
儀
に
は
親
族
と
ご

く
親
し
い
間
柄
の
人
が
参
加
し
、
告
別
式
は
一
般
会
葬
者
が
参
列
す
る
の
が
き

ま
り
で
す
。
そ
の
た
め
、
葬
儀
の
開
始
時
刻
と
告
別
式
の
開
始
時
刻
を
は
っ
き

り
さ
せ
て
お
き
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
葬
儀
と
告
別
式
と
は
一
時
間
ほ
ど

の
差
を
お
く
よ
う
で
す
。」

と
、
葬
儀
と
告
別
式
の
儀
礼
の
目
的
の
相
違
を
述
べ
、
儀
礼
は
連
続
は
し
て
い
て

も
、
葬
儀
と
告
別
式
は
独
立
し
た
儀
礼
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
葬
儀
で
は
、
み
な
祭

壇
に
向
か
っ
て
正
面
を
向
い
て
座
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
告
別
式
は
僧
侶
も
正
面
を

は
ず
し
、
遺
族
関
係
者
は
一
般
会
葬
者
に
向
か
っ
て
一
列
に
並
ん
で
い
る
（
図
4
）。

一
応
分
離
し
て
い
る
も
の
の
、
告
別
式
は
葬
儀
と
の
連
続
体
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

り
、
さ
ら
に
一
九
八
〇
年
刊
行
の
千
登
三
子
監
修
『
冠
婚
葬
祭
』
②
葬
儀
と
供
養
で

は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
〔
千
監
修　

一
九
八
〇　

一
二
三
〕。

現
在
の
葬
儀
は
〝
告
別
式
〞
方
式
と
い
わ
れ
る
く
ら
い
、
告
別
式
の
色
濃
い

葬
儀
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
葬
儀
と
告
別
式
は
連
続
し
て
行
わ
れ
、
し
か

も
一
般
会
葬
者
が
多
い
た
め
、
葬
儀
と
い
え
ば
会
葬
者
の
焼
香
を
思
い
浮
か
べ

る
ほ
ど
で
す
。

し
か
し
葬
儀
と
告
別
式
は
本
来
は
全
く
別
々
の
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
で

す
。
葬
儀
は
死
者
を
弔
う
儀
式
で
あ
り
、
告
別
式
は
死
者
に
最
後
の
別
れ
を
告

げ
る
儀
式
で
す
。
葬
儀
は
遺
族
、
近
親
者
、
故
人
と
ご
く
親
し
か
っ
た
友
人
、

知
人
で
営
ま
れ
、
告
別
式
は
そ
れ
に
一
般
の
知
人
も
参
列
す
る
わ
け
で
す
。

会
葬
者
の
人
数
や
規
模
に
よ
っ
て
ち
が
い
ま
す
が
、
ふ
つ
う
葬
儀
と
告
別
式

に
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
〜
一
時
間
を
予
定
し
ま
す
。

と
、
一
応
葬
儀
と
告
別
式
に
つ
い
て
、
別
の
意
味
を
持
つ
異
な
る
儀
礼
と
述
べ
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
現
在
の
葬
儀
の
こ
と
を
「
告
別
式
方
式
」
と
い
わ
れ
る
程
、
葬

儀
の
な
か
の
告
別
式
の
比
重
の
大
き
さ
を
述
べ
て
お
り
、
告
別
式
が
浸
透
し
、
葬
儀

よ
り
も
中
心
的
儀
礼
と
し
て
の
位
置
づ
け
の
大
き
さ
を
、
そ
の
記
述
か
ら
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

❹
地
方
別
の
作
法
書
の
成
立

①
作
法
書
の
動
機
と
執
筆
者

こ
の
よ
う
に
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
基
本
的
に
は
作
法
書
は
地
域
差
を
意
識
し
た

も
の
は
登
場
し
て
お
ら
ず
、
東
京
や
近
畿
と
い
っ
た
大
都
市
を
中
心
と
し
た
記
述
に

な
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、次
第
に
地
方
別
の
作
法
書
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

地
方
別
と
い
っ
て
も
、
市
町
村
や
さ
ら
に
細
か
な
地
域
の
も
の
は
あ
ま
り
な
く
、
多

く
の
場
合
、
都
道
府
県
別
の
作
法
書
が
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
次
第
に
刊
行
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
地
域
ご
と
の
差
異
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る

要
求
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、『
京
都
・
宇
治
・
城
陽
地
方
の
儀
式
作
法
入
門
』〔
岩
上　

一
九
八
六
〕

で
は
、
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核
家
族
化
が
定
着
し
た
た
め
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
、
冠
婚
葬
祭
に
関
す
る

書
籍
が
数
多
く
出
版
さ
れ
、
書
店
の
書
棚
を
賑
わ
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
東
京
の
出
版
会
社
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
一
部
、

関
西
式
と
し
て
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
も
の
も
、
大
阪
式
の
記
述
が
多
く
、
当

地
方
の
儀
式
作
法
・
し
き
た
り
と
は
異
な
り
ま
す
。「
書
籍
に
書
か
れ
て
い
る

通
り
に
行
い
恥
を
か
い
た
」
と
言
っ
た
こ
と
を
再
三
承
り
、
儀
式
作
法
研
究
に

た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
者
の
一
人
と
し
て
、大
変
憂
慮
い
た
し
て
お
り
ま
し
た〔
岩

上　

一
九
八
六　

一
〇
〕。

　
と
東
京
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
関
西
式
と
い
っ
て
も
大
阪
の
作
法
で
あ
り
、
京
都

に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
東
京
な
ど
の
作
法
書
通
り
に
行
っ

て
恥
を
か
い
た
と
い
う
意
見
も
聞
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
、
京
都
・
宇
治
・
城
陽

地
方
の
作
法
書
を
書
い
た
動
機
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
大
分
の
葬
祭
業
者
が
編
集
し
た
『
豊
の
国
お
葬
式
の
マ
ナ
ー
』〔
金
澤　

一

九
九
二
〕
で
は
、

「
お
葬
式
の
こ
と
を
知
っ
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
、〝
冠
婚
葬
祭
〞
の
マ
ナ
ー

の
本
を
読
ん
で
み
た
が
、
東
京
や
関
西
の
風
習
ば
か
り
書
か
れ
て
い
て
、
何
と

な
く
実
感
が
わ
か
な
い
」
と
い
う
声
に
応
え
て
、
弊
社
が
別
大
地
域
の
風
習
を

中
心
に
書
い
た
（
後
略
）〔
金
澤　

一
九
九
二　

表
紙
裏
〕。

と
い
い
、
や
は
り
、
東
京
や
関
西
と
い
っ
た
中
央
の
作
法
書
し
か
な
い
こ
と
に
対

す
る
不
満
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
『
兵
庫
の
冠
婚
葬
祭
』
あ
と
が
き
で
は
、

「
冠
婚
葬
祭
」
の
類
書
は
東
京
発
信
の
も
の
が
多
く
出
て
い
る
。
全
国
新
聞

社
出
版
協
議
会
の
例
会
の
席
上
で
、
各
地
方
の
特
色
を
盛
っ
た
冠
婚
葬
祭
の
出

版
の
紹
介
が
な
さ
れ
好
評
を
博
し
て
い
る
と
の
報
告
を
聞
い
た
。
考
え
て
み
れ

ば
兵
庫
県
で
は
こ
の
種
の
も
の
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
小
社
が
手
を
染
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
遅
れ
ば
せ
な
が

ら
刊
行
に
着
手
し
た
が
、
な
か
な
か
の
難
物
で
あ
っ
た
。
山
陽
新
聞
社
出
版
局

の
助
言
を
受
け
な
が
ら
、
何
と
か
特
色
を
出
し
た
い
と
願
い
ど
う
に
か
刊
行
ま

で
こ
ぎ
つ
け
た
の
が
こ
の
本
で
す
〔
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
二　

二
二
四
〕。

と
あ
り
、
東
京
中
心
の
作
法
書
に
対
す
る
不
満
が
各
地
の
冠
婚
葬
祭
作
法
書
を

次
々
と
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
著
書
が
地
方
新
聞
社
に

よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
ぐ
ん
ま
の
葬
祭
』〔
上

毛
新
聞
社
出
版
局
編　

二
〇
〇
〇
〕
で
は
、

東
京
の
出
版
社
か
ら
冠
婚
葬
祭
の
マ
ナ
ー
本
は
数
多
く
出
版
さ
れ
、
特
に
近

年
、
葬
祭
に
関
し
て
の
も
の
が
よ
く
目
に
つ
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
東

京
を
標
準
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
群
馬
県
内
の
風
習
・
し
き
た
り
に
は
必

ず
し
も
合
致
し
て
い
な
い
も
の
も
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
群
馬
で
つ
く
る
群

馬
の
葬
祭
の
本
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
気
持
ち
か
ら
「
ぐ

ん
ま
の
葬
祭
」
の
企
画
が
う
ま
れ
ま
し
た
。

や
は
り
東
京
標
準
と
し
て
群
馬
の
地
域
に
合
致
し
て
い
な
い
も
の
に
対
す
る
不
満

か
ら
地
域
の
作
法
書
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
も
本
土
と
異
な
る

沖
縄
も
そ
の
差
異
を
認
識
し
た
こ
と
が
刊
行
の
動
機
で
あ
っ
た
。『
沖
縄
冠
婚
葬
祭

の
手
引
』〔
那
覇
出
版
社
編
集
部
編　

一
九
八
二　

三-

四
〕
に
よ
る
と
、

最
近
、
本
土
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
冠
婚
葬
祭
に
つ
い
て
の
手
引
き
書
が
刊
行
さ
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れ
、
沖
縄
の
書
店
の
店
頭
を
飾
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
手
に
し
て
、
さ
て

現
実
に
使
っ
て
み
る
段
に
な
る
と
、
違
和
感
を
覚
え
る
方
が
多
い
か
と
思
い
ま

す
。（
中
略
）
沖
縄
で
の
冠
婚
葬
祭
の
し
き
た
り
は
、
本
土
と
は
ず
い
分
違
い

ま
す
。（
中
略
）
そ
の
基
本
を
読
み
と
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
東
京
や
関
西
と
言
う
よ
り
も
本
土
と
の
相
違
の
中
で
作
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
地
方
差
の
意
識
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
誕
生
し
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
法
書
が
誕
生
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
作
法
書
の
執
筆
者
も
し
く
は
発
行
者
は
、
そ
の
性
格
を
大
き
く
三
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
僧
侶
な
ど
の
宗
教
者
に
よ
る
執
筆
で
あ
る
。
第

二
は
葬
祭
業
者
や
結
納
業
者
、
デ
パ
ー
ト
の
消
費
相
談
員
な
ど
の
儀
礼
に
携
わ
る
業

者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
が
各
地
の
地
方
新
聞
社
で
あ
り
、こ
れ
が
最
も
多
い
。

第
一
の
宗
教
者
に
よ
る
も
の
は
、
比
較
的
早
い
段
階
で
出
版
さ
れ
て
い
た
も
の
が

多
い
。
例
え
ば
『
沖
縄
冠
婚
葬
祭
の
手
引
き
』
は
一
九
八
二
年
で
あ
る
が
次
に
地
方

別
で
早
く
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
一
九
八
五
年
の
『
信
州
の
仏
事
』
で
あ
る
。
こ
れ
は

信
州
仏
教
研
究
会
編
と
な
っ
て
お
り
、
有
志
の
僧
侶
に
よ
る
編
集
で
あ
る
。
八
〇
年

代
は
こ
の
よ
う
な
形
態
が
あ
る
程
度
見
ら
れ
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
同
年
に
『
秋
田
の

仏
事
』〔
一
九
八
五
〕
が
あ
り
、
こ
れ
は
大
坂
高
昭
と
い
う
曹
洞
宗
僧
侶
一
人
に
よ

る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
九
八
六
年
の
『
岩
手
の
仏
事
』
で
は
、
編
集
委
員
の
一

〇
人
は
い
ず
れ
も
僧
侶
で
あ
り
、
岩
手
県
は
曹
洞
宗
の
寺
院
が
多
い
た
め
、
曹
洞
宗

僧
侶
が
多
い
。

第
二
は
儀
礼
に
携
わ
る
業
者
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
の
『
京
都
・
宇
治
・
城
陽
地

方
の
儀
式
作
法
入
門
』
の
執
筆
者
岩
上
力
は
、結
納
品
を
扱
う
会
社
の
役
員
で
あ
り
、

儀
式
作
法
研
究
会
を
主
催
し
て
い
る
。
結
婚
に
関
わ
る
業
務
の
一
環
で
あ
る
。『
豊

の
国
お
葬
式
マ
ナ
ー
』は
一
九
八
八
年
に
初
版
を
一
九
九
二
年
に
改
訂
版
と
な
る
が
、

こ
れ
は
中
央
葬
儀
と
い
う
葬
儀
社
が
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
『
名
古
屋
版
お
つ
き
あ

い
講
座
』〔
一
九
九
五
〕
で
は
、
出
版
は
中
日
新
聞
本
社
で
あ
る
が
、
執
筆
者
の
竹

内
く
に
子
は
、
も
と
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
名
古
屋
通
産
局
の
県
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
消
費
生
活
相
談
員
や
松
坂
屋
暮
ら
し
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
二
五
年
間
続
け
て
い

る
人
物
で
あ
り
、
中
日
新
聞
で
も
マ
ナ
ー
の
連
載
を
し
て
い
た
。

第
三
が
最
も
多
く
各
地
方
新
聞
社
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
む
し
ろ
第
一
、

第
二
の
執
筆
者
に
よ
る
著
書
よ
り
遅
れ
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
て

い
る
が
、
現
在
で
も
後
続
の
版
が
続
い
て
い
る
も
の
も
多
い
。
新
聞
社
の
場
合
、
新

聞
で
の
連
載
を
再
編
集
し
て
冠
婚
葬
祭
の
作
法
書
に
し
て
い
く
場
合
も
あ
る
。

北
海
道
新
聞
社
の
『
北
海
道
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
八
八
〕
で
は
、
北
海
道
新
聞

社
生
活
部
が
冠
婚
葬
祭
に
関
わ
る
記
事
の
連
載
を
し
て
お
り
、
そ
れ
を
再
編
集
し
て

い
る
。そ
の
た
め
取
材
先
の
コ
メ
ン
ト
も
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
る
部
分
も
多
く
、

冠
婚
葬
祭
を
く
ま
な
く
載
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
石
川
県
の
北
陸
新
聞

社
『
北
陸
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
〇
〕
も
や
は
り
記
事
の
連
載
を
ベ
ー
ス
に
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
連
載
を
ベ
ー
ス
と
し
た
も
の
は
、
通
常
の
冠
婚
葬
祭
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
あ
る
項
目
が
揃
っ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
後
の
多
く
の

新
聞
社
に
よ
る
冠
婚
葬
祭
作
法
書
は
、
各
項
目
を
そ
ろ
え
て
お
り
、
相
互
に
参
照
文

献
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
も
多
々
み
ら
れ
る
。
そ
れ
が
全
国
新
聞
社
出
版
協
議
会

の
例
会
の
席
で
も
各
地
の
こ
れ
ら
の
作
法
書
が
話
題
に
な
る
ほ
ど
で
あ
り
〔
神
戸
新

聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
二　

二
二
四
〕、
各
地
で
刊
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ

し
て
完
全
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
用
途
を
意
図
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
民
俗
学
者
が
執
筆
し
た
連
載
を
単
行
本
化
し
た
『
島
根
の
冠
婚
葬
祭
』

〔
白
石
・
酒
井　

二
〇
〇
〇
〕
や
監
修
者
と
な
っ
て
い
る
『
ひ
ろ
し
ま
の
冠
婚
葬
祭
』〔
神

田
監
修　

一
九
九
二
〕、
ま
た
『
静
岡
県
の
冠
婚
葬
祭
』〔
静
岡
新
聞
社
編　

一
九
九

四
〕
は
編
集
協
力
に
加
わ
っ
て
い
る
な
ど
、民
俗
学
者
が
関
与
す
る
場
合
も
あ
る
が
、

決
し
て
多
く
は
な
い
。

②
葬
儀
と
告
別
式
の
記
述

基
本
的
に
「
葬
儀
」
と
「
告
別
式
」
は
本
来
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
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す
べ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
塩
月
八
重
子
『
冠
婚
葬
祭
入
門
』
の
よ
う
に

戦
後
の
作
法
書
が
登
場
し
て
か
ら
一
貫
し
て
こ
の
記
述
が
続
い
て
い
る
。

し
か
し
、「
葬
儀
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
述
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
地
方

別
の
作
法
書
が
登
場
し
た
初
期
の
一
九
八
〇
年
代
で
は
、
お
も
に
僧
侶
に
よ
っ
て
編

集
さ
れ
た
作
法
書
で
、「
葬
儀
」
と
「
葬
式
」
と
い
う
用
語
の
使
用
法
の
違
い
に
つ

い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
異
を
通
し
て
、葬
送
儀
礼
の
持
つ
意
味
を
説
明
し
、

葬
儀
と
告
別
式
の
違
い
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
お
も
に
僧
侶
を
筆

者
と
す
る
作
法
書
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。一
九
八
五
年
刊
行
の『
信
州
の
仏
事
』〔
信

州
仏
教
研
究
会
編　

一
九
八
五　

一
三
六
〕
で
は
僧
侶
有
志
の
執
筆
で
あ
る
が
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

葬
儀
と
告
別
式

葬
式
と
い
う
の
は
、
出
棺
の
儀
式
、
遺
族
の
焼
香
、
出
棺
、
遺
族
・
会
葬
者

に
よ
る
野
辺
送
り
、
葬
場
で
の
儀
式
・
焼
香
、
火
葬
と
い
う
一
連
の
儀
式
を
示

し
た
も
の
で
、
一
般
会
葬
者
が
遺
体
と
お
別
れ
の
挨
拶
を
す
る
告
別
式
と
は
、

別
の
意
味
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
葬
儀
と
告
別
式
を
合
わ
せ
て
告

別
式
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

葬
儀
は
、
遺
体
の
処
理
と
鎮
魂
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

埋
葬
、
ま
た
は
、
火
葬
に
よ
る
遺
体
の
処
理
は
す
べ
て
終
わ
る
も
の
で
は
な

く
、
遺
体
よ
り
離
れ
た
霊
魂
に
対
し
て
、
鎮
魂
の
儀
式
が
行
わ
れ
ま
す
。

私
た
ち
が
死
者
に
抱
く
愛
情
の
念
と
屍
体
へ
の
恐
怖
、
嫌
悪
感
と
い
う
複
雑

な
感
情
が
、
葬
儀
に
よ
っ
て
釣
り
合
い
が
た
も
た
れ
、
ま
た
、
遺
族
が
故
人
に

振
り
向
け
る
功
徳
に
よ
っ
て
、
極
楽
浄
土
に
往
生
が
で
き
る
の
で
す
。

告
別
式
は
、
文
字
通
り
故
人
と
の
別
れ
を
告
げ
る
儀
式
で
あ
り
、
弔
辞
、
弔

電
、
焼
香
を
中
心
に
行
わ
れ
、
喪
主
や
遺
族
の
主
だ
っ
た
も
の
が
、
会
葬
者
の

焼
香
に
対
し
て
答
礼
を
し
ま
す
。

こ
れ
を
見
る
と「
葬
式
」を
ま
ず
自
宅
出
棺
、遺
族
焼
香
、野
辺
送
り
、葬
場
の
儀
式
、

焼
香
、
火
葬
と
一
連
の
儀
礼
過
程
と
し
て
広
義
に
捉
え
て
お
り
、
し
か
も
野
辺
送
り

と
あ
る
こ
と
か
ら
葬
列
を
含
ん
だ
伝
統
的
な
儀
礼
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
な

か
で
「
葬
儀
」
は
「
遺
体
処
理
と
鎮
魂
」
か
ら
な
っ
て
い
る
と
し
て
、「
遺
体
よ
り

離
れ
た
霊
魂
に
対
し
て
、
鎮
魂
の
儀
式
」
を
す
る
の
で
あ
り
、「
死
者
に
抱
く
愛
情

の
念
と
屍
体
へ
の
恐
怖
、
嫌
悪
感
と
い
う
複
雑
な
感
情
が
、
葬
儀
に
よ
っ
て
釣
り
合

い
が
た
も
た
れ
、
ま
た
、
遺
族
が
故
人
に
振
り
向
け
る
功
徳
に
よ
っ
て
、
極
楽
浄
土

に
往
生
」
す
る
た
め
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
で
「
葬
儀
」
は
宗
教
儀
礼
で
あ
る

こ
と
を
そ
の
意
義
と
共
に
主
張
し
て
い
る
。
一
方
「
告
別
式
」
は
、「
故
人
と
の
別

れ
を
告
げ
る
儀
式
で
あ
り
、
弔
辞
、
弔
電
、
焼
香
を
中
心
に
行
わ
れ
、
喪
主
や
遺
族

の
主
だ
っ
た
も
の
が
、
会
葬
者
の
焼
香
に
対
し
て
答
礼
」
す
る
も
の
と
し
て
、
本
来
、

別
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、現
在
は
「
葬
儀
」
と
「
告
別
式
」
を
合
わ
せ
て
「
告

別
式
」
と
よ
ん
で
い
る
と
い
う
。

葬
儀
の
意
義
と
告
別
式
の
意
義
を
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
合
体
し

告
別
式
と
な
っ
て
い
る
と
の
理
解
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
翌
年
刊
行
さ
れ
た
『
岩
手
の
仏
事
』〔
一
九
八
六
〕
で
は
、「
葬
儀
」
の
意

味
を
上
記
の
『
信
州
の
仏
事
』
と
は
異
な
る
意
味
で
取
っ
て
い
る
〔
矢
沢
他
編　

一

九
八
六　

一
二
一
〕。

葬
儀
と
は
一
般
的
に
い
え
ば
臨
終
の
際
に
僧
侶
に
あ
げ
て
も
ら
う
枕
経
の
と

き
か
ら
葬
式
の
日
ま
で
の
こ
と
を
意
味
し
、
死
ん
だ
人
を
葬
る
た
め
の
宗
教
的

な
儀
式
の
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
は「
葬
儀
」を「
死
ん
だ
人
を
葬
る
た
め
の
宗
教
的
な
儀
式
」で
は
あ
る
が
、

枕
経
か
ら
葬
式
の
日
ま
で
の
こ
と
と
し
て
お
り
、
上
記
の
『
信
州
の
仏
事
』
の
「
葬

式
」
の
定
義
と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
『
岩
手
の
仏
事
』
の
「
葬
式
」
が
、
メ
イ
ン
の

儀
礼
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
と
は
逆
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
葬
式
の
日
に
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告
別
式
が
一
緒
に
行
わ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
宗
教
者
の
説
明
も
次
第
に
葬
儀
当
日
の
引
導
下
炬
式
を
葬
儀
と
し
て
、

ま
た
そ
の
後
の
焼
香
を
告
別
式
と
し
て
、
塩
月
八
重
子
の
よ
う
な
説
明
に
な
っ
て
い

る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
秋
田
の
仏
事
』〔
一
八
八
五
〕
で
は
、
後
に
一
般
的

な
説
明
と
な
る
「
葬
儀
」
と
「
告
別
式
」
の
区
別
を
指
し
、『
信
州
の
仏
事
』〔
一
九

八
五
〕
の
よ
う
に
、
一
連
の
儀
礼
と
し
て
の
葬
儀
と
し
て
は
と
ら
え
て
い
な
い
〔
大

坂　

一
八
八
五　

四
〇
〕。

葬
儀
当
日
の
進
行

厳
密
に
い
え
ば
「
葬
儀
」
は
遺
族
、
近
親
者
、
縁
故
者
が
故
人
の
冥
福
を
祈

る
儀
式
で
あ
り
、「
告
別
式
」
は
一
般
の
知
人
が
故
人
に
別
れ
を
告
げ
る
儀
式

と
し
て
区
別
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
特
別
な
場
合
を
除
き
一
体
化
し
て
い
る
の

が
現
状
な
の
で
、
両
者
を
合
わ
せ
て
葬
儀
と
い
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
あ
り
ま
せ

ん
。

こ
の
よ
う
な
説
明
の
傾
向
は
、
新
聞
社
発
行
の
作
法
書
で
顕
著
で
あ
る
。
つ
ま
り

宗
教
者
が
執
筆
に
関
わ
る
場
合
に
は
葬
儀
の
概
念
を
比
較
的
詳
し
く
語
る
こ
と
が
多

い
の
に
対
し
、
新
聞
社
の
場
合
に
は
そ
こ
ま
で
は
あ
ま
り
踏
み
込
ま
ず
、
葬
儀
と
告

別
式
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
簡
単
に
述
べ
、
本
来
は
別
の
儀
礼
で
あ
っ
た
と

い
う
表
現
で
あ
り
、
そ
の
記
述
法
が
浸
透
し
て
い
る
。
た
だ
し
、『
北
海
道
の
冠
婚

葬
祭
』〔
一
九
八
八
〕
は
、
北
海
道
新
聞
に
お
け
る
冠
婚
葬
祭
に
関
す
る
連
載
記
事

を
も
と
と
し
て
い
る
た
め
、「
告
別
式
と
称
す
る
の
で
は
な
く
葬
儀
と
称
す
る
よ
う

に
依
頼
し
て
い
る
」
と
い
う
僧
侶
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
掲
載
し
て
い
る
が
〔
北
海
道

新
聞
生
活
部
編　

一
九
八
八　

九
六
〕、
こ
の
記
述
か
ら
む
し
ろ
、
一
般
に
は
葬
送
儀

礼
を
告
別
式
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

葬
儀
・
告
別
式

道
内
で
は
葬
儀
と
告
別
式
を
同
じ
意
味
で
使
う
こ
と
が
多
い
が
、
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
の
札
幌
別
院
副
輪
番
友
山
大
信
さ
ん
は
「
私
ど
も
で
は
宗
教
上
の
儀

式
が
葬
儀
で
、
親
類
、
知
人
、
友
人
が
故
人
と
お
別
れ
す
る
の
が
告
別
式
と
と

ら
え
、
新
聞
広
告
を
出
す
と
き
に
は
告
別
式
で
は
な
く
、
葬
儀
の
言
葉
を
使
う

よ
う
に
お
願
い
し
て
い
る
」
と
い
う
。

そ
し
て
以
下
の
『
岡
山
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
〇
〕
の
よ
う
に
、
新
聞
社
に
よ

る
作
法
書
の
形
式
は
、
大
部
分
が
新
聞
記
事
で
は
な
く
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
編
集
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
は
葬
儀
と
告
別
式
が
本
来
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
指

摘
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
づ
け
を
行
い
つ
つ
、
一
体
化
し
た
も
の
が
多
い
と
述
べ

て
い
る
〔
山
陽
新
聞
社
編　

一
九
九
〇　

一
〇
〇
〕。

仏
式
の
葬
儀
と
は
亡
く
な
っ
た
人
の
成
仏
を
祈
る
儀
式
で
、遺
族
や
近
親
者
、

特
別
に
親
し
か
っ
た
友
人
が
行
う
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
告
別
式
は
、
故
人

に
最
後
の
別
れ
を
告
げ
る
儀
式
で
、
一
般
の
知
人
も
参
列
し
ま
す
。

葬
儀
と
告
別
式
を
分
け
て
行
う
所
も
あ
る
よ
う
で
す
が
岡
山
県
内
で
は
葬
儀

と
告
別
式
は
同
時
進
行
で
行
い
ま
す
。

葬
儀
、
告
別
式
の
順
序
や
形
式
は
、
宗
派
や
地
域
ご
と
の
風
習
、
式
場
の
都

合
な
ど
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
異
な
り
ま
す
。

ま
ず
、
仏
式
の
葬
儀
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、「
亡
く
な
っ
た
人
の
成
仏
を
祈

る
儀
式
で
、
遺
族
や
近
親
者
、
特
別
に
親
し
か
っ
た
友
人
が
行
う
も
の
」
と
し
て
お

り
、
告
別
式
は
「
故
人
に
最
後
の
別
れ
を
告
げ
る
儀
式
で
、
一
般
の
知
人
も
参
列
」

す
る
も
の
で
あ
る
。
次
の
『
栃
木
の
冠
婚
葬
祭
』〔
下
野
新
聞
社　

一
九
九
一
〕
も
同

様
で
あ
る
。

亡
く
な
っ
た
人
の
成
仏
を
祈
る
儀
式
が
、
仏
式
の
葬
儀
で
す
。
遺
族
や
近
親
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者
、
親
し
か
っ
た
友
人
な
ど
が
行
う
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
告
別
式
は
、
故

人
に
最
後
の
別
れ
を
告
げ
る
儀
式
で
、
一
般
の
知
人
や
友
人
も
参
列
し
ま
す
。

翌
一
九
九
一
年
の
『
栃
木
の
冠
婚
葬
祭
』
で
は
、
岡
山
の
記
述
を
ア
レ
ン
ジ
し
た

と
思
わ
れ
、「
葬
儀
」
と
「
告
別
式
」
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
以
上
の

よ
う
に
「
葬
儀
」
に
つ
い
て
、
故
人
の
成
仏
を
祈
る
儀
式
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
ほ

か
に
も
、『
兵
庫
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
二
〕も
同
様
で
あ
り
、『
新
佐
賀
の
冠
婚
葬
祭
』

〔
一
九
九
二
〕
で
は
、「
そ
の
宗
派
に
基
づ
き
、
亡
く
な
っ
た
人
を
送
り
成
仏
を
願
う

儀
式
」
と
、「
そ
の
宗
派
に
基
づ
き
」
と
い
う
修
飾
語
が
付
く
こ
と
で
、
仏
教
宗
派

の
差
異
に
注
目
し
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
か
わ
り
な
い
〔
佐
賀
新
聞
社　

一
九
九

二　

九
六
〕。
そ
し
て
、
翌
年
の
『
福
岡
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
三
〕
も
全
く
同
じ

で
あ
る
。

た
だ
し
、『
新
と
や
ま
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
九
〕
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
か
な

り
踏
み
込
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
る
〔
北
日
本
新
聞
社
出
版
部
編　

一
九
九
九　

一
五

七
〕。

仏
式
の
葬
儀
の
ほ
と
ん
ど
は
、故
人
を
仏
弟
子
と
し
て
導
き
、仏
の
国（
浄
土
）

へ
送
る
引
導
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
浄
土
真
宗
の
場
合
、
引
導

の
作
法
は
な
く
、
成
仏
は
他
力
（
阿
弥
陀
如
来
）
の
導
き
に
よ
る
と
す
る
宗
旨

に
よ
っ
て
、
仏
恩
感
謝
の
葬
儀
形
態
で
す
。
県
内
で
は
、
葬
儀
と
告
別
式
を
分

け
て
執
り
行
う
こ
と
は
少
な
い
の
で
す
が
、
本
来
告
別
式
と
は
、
友
人
知
人
が

故
人
と
の
最
後
の
別
れ
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
儀
礼
と
は
別
途
の
行
事
と

い
え
ま
す
。

こ
れ
は
、仏
式
葬
儀
の
基
本
構
造
で
あ
る「
没
後
作
僧
」の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
は
剃
髪
、
授
戒
の
儀
礼
を
し
て
仏
弟
子
と
し
て
死
者
を
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
引

導
下
炬
式
に
よ
っ
て
死
者
を
浄
土
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
宗
派
に
よ
っ
て

そ
れ
ら
の
儀
礼
が
な
い
も
の
が
あ
り
、そ
の
一
例
が
浄
土
真
宗
系
の
宗
派
で
あ
る〔
藤

井
・
花
山
・
中
野　

一
九
八
〇　

二
一-

二
二
〕。
浄
土
真
宗
の
場
合
授
戒
が
な
い
た

め
戒
名
で
は
な
く
法
名
で
あ
り
、
さ
ら
阿
弥
陀
仏
に
よ
り
極
楽
往
生
は
約
束
さ
れ
て

い
る
の
で
引
導
は
行
わ
ず
、
葬
儀
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
を
深
め
る
報
恩
感
謝
の
儀

礼
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

富
山
を
含
む
北
陸
は
、
真
宗
王
国
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
浄
土
真
宗
系
の
宗
派
が
強
い

地
域
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
葬
儀
式
な
の
で
、
葬
儀
の
意
義
に
つ
い
て
内
容
を
細
か

く
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
従
来
の
説
明
の
よ
う
に
「
故
人
の

成
仏
」を
祈
る
儀
式
と
い
う
内
容
の
展
開
で
あ
る
。ま
た
関
連
す
る
表
現
と
し
て
、『
ぐ

ん
ま
の
葬
祭
』〔
二
〇
〇
〇
〕
で
は
、「
故
人
を
あ
の
世
に
送
る
儀
式
」
と
し
〔
上
毛

新
聞
社
出
版
局
編　

二
〇
〇
〇　

三
九
〕、『
大
阪
神
戸
の
冠
婚
葬
祭
』〔
二
〇
〇
二
〕
で

は
、「
僧
侶
が
死
者
を
あ
の
世
に
導
き
、
遺
族
・
近
親
者
な
ど
親
し
か
っ
た
人
々
が

成
仏
を
祈
る
た
め
に
行
う
儀
式
」
と
し
て
〔
サ
ン
ケ
イ
リ
ビ
ン
グ
新
聞
社
編　

二
〇
〇

二　

一
一
五
〕、
来
世
に
つ
い
て
記
述
を
付
加
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
成
仏
と
い
う
用
語
を
用
い
ず
『
名
古
屋
版
お
つ
き
あ
い
講
座
』〔
一

九
九
五
〕
で
は
、「
葬
儀
は
死
者
を
弔
う
儀
式
」
と
あ
り
〔
竹
内　

一
九
九
五　

九
二
〕、

一
九
九
六
『
い
ば
ら
き
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
六
〕
で
は
、「
故
人
を
弔
う
儀
式
の

こ
と
で
、
読
経
・
引
導
渡
し
、
焼
香
、
出
棺
、
火
葬
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
」
と
や
や

広
義
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
〔
瀬
谷
地
監
修　

一
九
九
六　

一
四
六
〕。

さ
ら
に
『
広
島
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
二
〕
で
は
、「
葬
儀
は
深
い
縁
で
結
ば
れ

た
人
と
の
、
人
生
最
後
の
別
れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
故
人
の
死
を
悼
み
、
弔
う
た
め

の
仏
事
」
と
あ
り
〔
神
田
監
修　

一
九
九
二　

九
六
〕、
死
者
と
の
別
れ
と
追
悼
に
強

調
し
た
う
え
で
、
弔
う
儀
式
と
い
っ
て
お
り
、「
故
人
を
弔
う
こ
と
」
が
葬
儀
の
説

明
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
「
弔
う
」
は
「
と
ぶ
ら
う
」
の
変
化
し
た
言
葉
で
あ
り
、

死
を
悼
ん
で
服
喪
の
人
を
弔
問
す
る
意
味
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
冥
福
を
祈
る
と
い
う

意
味
を
も
ち
つ
つ
も
、
残
さ
れ
た
生
者
と
の
関
係
も
強
い
。
さ
ら
に
、『
徳
島
の
冠

婚
葬
祭
』〔
一
九
九
五
〕
で
は
、「
葬
儀
は
死
者
を
葬
る
儀
式
」
と
あ
り
〔
徳
島
新
聞



377

［告別式の平準化と作法書］……山田慎也

社　

一
九
九
五　

一
二
六
〕、
埋
葬
の
意
味
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
葬
儀
に
関
し
て
は
様
々
な
記
述
が
あ
り
、
死
者
を
成
仏
さ
せ
る
と
い
う

意
味
か
ら
、
あ
の
世
に
送
る
な
ど
、
死
者
の
霊
魂
の
処
遇
と
い
う
文
化
的
変
換
が
強

調
さ
れ
た
り
、
弔
う
と
い
う
社
会
的
変
換
が
強
調
さ
れ
た
り
す
る
が
、『
新
・
熊
本

の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
六
〕
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
告
別
式
と
意
味
が

異
な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
〔
熊
本
日
々
新
聞
情
報
文
化
セ
ン
タ
ー
編　

一
九
九
六　

一

三
六
〕。葬

儀
と
告
別
式
は
本
来
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
意
味
を
持
つ
儀
式
で
す
。
葬
儀
は

近
親
者
や
親
し
い
友
人
・
知
人
に
よ
っ
て
営
ま
れ
、
故
人
と
別
れ
を
告
げ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
告
別
式
は
文
字
通
り
最
後
の
お
別
れ
を
告
げ
る
も
の
で
、
生
前

に
付
き
合
い
の
あ
っ
た
人
た
ち
が
故
人
を
お
見
送
り
し
ま
す
。

こ
こ
で
は
、「
葬
儀
」
と
「
告
別
式
」
の
儀
礼
の
意
義
は
双
方
と
も
故
人
と
の
別

れ
で
あ
り
、
た
だ
別
れ
を
行
う
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

葬
儀
自
体
も
次
第
に
、
従
来
の
宗
教
性
が
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
く
な
り
、
告
別
式
同

様
、
別
れ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

❺
告
別
式
と
そ
の
位
置
づ
け

「
葬
儀
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
意
味
が
異
な
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
告
別
式
に
つ
い
て
は
文
字
通
り
シ
ン

プ
ル
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
意
味
の
異
な
る
も
の
は
あ
ま
り
な
く
、
ほ
と
ん
ど
定
型

で
あ
り
「
故
人
と
別
れ
を
告
げ
る
」
と
い
う
文
言
に
な
っ
て
い
る
。

告
別
式
と
い
う
の
は
、
故
人
に
縁
の
深
か
っ
た
人
々
が
、
故
人
に
最
後
の
別

れ
を
告
げ
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
式
で
、
性
格
は
全
く
別
な
の
で
す
。
し
か
し

近
年
で
は
、
葬
式
の
日
に
告
別
式
も
一
緒
に
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お

り
ま
す
。

盛
岡
地
方
で
の
一
般
的
な
葬
式

①
会
葬
者
の
入
場
②
遺
族
の
入
場
③
僧
侶
の
入
場
④
開
式
の
辞
⑤
僧
侶
の
読

経
⑥
弔
辞
の
披
露
⑦
弔
電
の
披
露
⑧
僧
侶
の
読
経
⑨
遺
族
の
焼
香
⑩
謝
辞
⑪
会

葬
者
の
焼
香
⑫
閉
式
の
辞

こ
れ
は
『
岩
手
の
仏
事
』〔
一
九
八
六
〕
で
あ
る
が
、結
局
本
来
は
異
な
る
も
の
も
、

近
年
は
葬
式
の
日
に
一
緒
に
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
〔
矢
沢
他
編　

一
九

八
六　

一
二
一
〕。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
新
聞
社
と
し
て
早
い
段
階
で
作
法
書
を
刊
行

し
た
山
陽
新
聞
社
で
も
、
同
様
の
説
明
を
し
て
い
る
〔
山
陽
新
聞
社
編　

一
九
九
〇　

一
〇
〇
〕。こ

れ
に
対
し
告
別
式
は
、
故
人
に
最
後
の
別
れ
を
告
げ
る
儀
式
で
、
一
般
の

知
人
も
参
列
し
ま
す
。
葬
儀
と
告
別
式
を
分
け
て
行
う
所
も
あ
る
よ
う
で
す
が

岡
山
県
内
で
は
葬
儀
と
告
別
式
は
同
時
進
行
で
行
い
ま
す
。
葬
儀
、
告
別
式
の

順
序
や
形
式
は
、
宗
派
や
地
域
ご
と
の
風
習
、
式
場
の
都
合
な
ど
に
よ
っ
て
少

し
ず
つ
異
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
も
告
別
式
は
最
後
の
別
れ
を
告
げ
る
儀
式
で
で
あ
り
、「
岡
山
県
内
で
は

葬
儀
と
告
別
式
は
同
時
進
行
で
行
い
ま
す
」
と
あ
り
、
葬
儀
と
連
続
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
告
別
式
は
別
れ
を
告
げ
る
儀
式
と
の
表
現
は
告
別
式
に
言

及
し
て
い
る
す
べ
て
の
作
法
書
に
あ
り
、
同
義
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
葬
儀
と
告
別
式
が
一
体
化
、
連
続
し
て
い
る
と
の
記
述
は
多
少
の
表
現
の

違
い
は
あ
る
も
の
の
刊
行
順
で
み
て
み
る
と
、『
秋
田
の
仏
事
』〔
一
九
八
五
〕、『
信

州
の
仏
事
』〔
一
九
八
五
〕、『
京
都
・
宇
治
・
城
陽
地
方
の
儀
式
作
法
入
門
』〔
一
九
八
六
〕、

『
青
森
県
葬
儀
あ
れ
こ
れ
』〔
一
九
八
六
〕、『
岩
手
の
仏
事
』〔
一
九
八
六
〕、『
岡
山
の
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冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
〇
〕、『
栃
木
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
一
〕、『
新
佐
賀
の
冠
婚
葬
祭
』

〔
一
九
九
二
〕、『
兵
庫
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
二
〕、『
広
島
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九

二
〕、『
福
岡
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
三
〕、『
静
岡
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
四
〕、『
名

古
屋
版
お
つ
き
あ
い
講
座
』〔
一
九
九
五
〕、『
徳
島
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
五
〕、『
い

ば
ら
き
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
六
〕、『
新
・
熊
本
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
六
〕、『
愛

媛
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
七
〕、『
富
山
の
冠
婚
葬
祭
』〔
一
九
九
七
〕、『
ぐ
ん
ま
の
葬
祭
』

〔
二
〇
〇
〇
〕、『
大
阪
神
戸
の
冠
婚
葬
祭
』〔
二
〇
〇
二
〕、『
福
島
の
冠
婚
葬
祭
』〔
二

〇
〇
九
〕、『
新
潟
の
葬
儀
と
法
要
』〔
二
〇
一
〇
〕
な
ど
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
、
葬
儀
と

告
別
式
が
一
体
化
し
て
連
続
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
、『
ぐ
ん
ま
の
葬
祭
』
で
は
、
こ
れ
が
一
体
化
し
て
い
る
要
因
に
つ

い
て
〔
上
毛
新
聞
社
出
版
局
編　

二
〇
〇
〇　

三
九
〕

現
在
「
葬
儀
・
告
別
式
」
と
い
う
言
い
方
が
一
般
的
で
、
葬
儀
と
告
別
式
が

同
時
進
行
で
行
わ
れ
ま
す
が
、か
つ
て
は
葬
儀
と
告
別
式
は
機
能
も
違
い
、別
々

に
行
わ
れ
た
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
葬
儀
を
行
っ
た
後
に
告
別
式
を
行
っ

て
い
て
は
、
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
葬
儀
の
途
中
か
ら
焼

香
な
ど
の
会
葬
を
受
け
付
け
、
あ
わ
せ
て
1
時
間
程
度
の
儀
式
に
し
よ
う
と
い

う
風
潮
が
う
ま
れ
、「
葬
儀
・
告
別
式
」
と
い
う
形
式
が
う
ま
れ
た
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、
一
体
化
す
る
要
因
に
つ
い
て
、
本
来
は
別
個
に
行
っ
て
い
た
葬
儀
と

告
別
式
が
、
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
と
言
う
こ
と
か
ら
一
体
化
し
た
も
の
と
述
べ
て

い
る
。
塩
月
弥
栄
子
『
冠
婚
葬
祭
入
門
』
な
ど
で
の
方
式
を
正
式
と
し
つ
つ
、
そ
れ

が
一
体
化
し
た
の
は
時
間
の
効
率
化
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
地
方
別
の
作
法
書
か
ら
み
て
も
、
告
別
式
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
均

質
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
全
国
的
に
行
わ
れ
、
し
か
も
葬
儀

と
一
体
化
し
て
、
葬
儀
・
告
別
式
と
葬
送
儀
礼
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

告
別
式
は
、
そ
れ
が
成
立
し
た
一
九
〇
一（
明
治
三
四
）年
の
中
江
兆
民
の
場
合
、

そ
の
宗
教
的
な
信
念
か
ら
、
無
宗
教
式
に
よ
る
従
来
の
葬
儀
式
の
代
替
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
次
第
に
告
別
式
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
当
初
の
意
図
で
あ
る
宗
教

性
の
排
除
は
次
第
に
な
さ
れ
な
く
な
り
、
従
来
の
葬
儀
の
代
替
と
し
て
、
焼
香
や
玉

串
奉
奠
な
ど
の
会
葬
の
部
分
を
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
、
宗
教
儀
礼
を
含
ん
だ
も
の

を
総
体
的
に
告
別
式
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
時
に
は
洗
練
さ
れ
た
形
と
し
て
認
識

さ
れ
、
新
た
な
様
式
と
し
て
浸
透
し
て
い
っ
た
。

当
初
は
都
会
地
に
流
行
す
る
新
た
な
葬
儀
形
態
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
随
意

焼
香
の
部
分
を
告
別
式
と
称
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
認
識
は
必
ず
し
も
一
致
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
戦
時
下
に
お
い
て
も
告
別
式
は
普
及
し
て
行
き
、
戦
後
に
な

る
と
、
従
来
の
宗
教
儀
礼
部
分
を
「
葬
儀
」
と
称
し
、
随
意
焼
香
部
分
を
「
告
別
式
」

と
し
て
分
離
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
都
府
県
別
の
作
法
書
が
一
九
八
〇
年
代
以
降
登
場
す
る
と
、
告
別
式
の
記

述
は
、
葬
儀
と
告
別
式
は
本
来
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
表
現
が
目
立
ち
、
同
一

の
定
型
的
な
文
言
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
東
京
の
方
式
を
正
統
な
方
式
と
し
、
現
地
で

は
一
体
化
し
た
も
の
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
、
地
方
差
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
結
果
と
し
て
ほ
ぼ
全
国
的
に
均
質
化
し
た
状
況
が
呈
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
告
別
式
と
葬
儀
は
一
体
化
し
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
告
別
式
が
成
立
す
る
以
前
も
葬
儀
の
中
に
会
葬
者
の
焼

香
は
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
告
別
式
と
と
し
て
、
地
方
で
は
受
容
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
東
京
で
成
立
し
た
告
別
式
は
地
方
に
浸
透
し
、
従
来
の
葬
儀
式
の
理
解
の

あ
り
方
を
、
作
法
書
と
い
う
支
配
的
言
説
に
よ
っ
て
一
定
の
形
に
収
斂
化
し
て
い
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
六
年
三
月
一
八
日
受
付
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
七
日
審
査
終
了
〕

註（
1
）
当
初
、
葬
列
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
の
延
長
に
よ
っ
て
、
告
別
式
と
引
導
式
部
分
の
み
を
寺

院
や
青
山
、
谷
中
な
ど
の
専
門
葬
儀
場
で
行
な
っ
て
い
た
。
こ
の
場
合
に
は
、
通
夜
な
ど
は
ま

だ
自
宅
で
あ
る
が
、
次
第
に
通
夜
、、
引
導
式
、
告
別
式
な
ど
一
連
の
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
く

こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

（
2
）
「
斎
場
」
と
い
う
場
合
、
火
葬
場
を
指
す
場
合
と
葬
儀
式
場
を
指
す
場
合
が
あ
る
た
め
、
本

稿
で
は
葬
儀
式
場
の
意
味
で
使
用
す
る
、
葬
儀
を
目
的
と
し
た
施
設
と
し
て
、
本
稿
で
は
専
門

葬
儀
場
と
称
す
る
。

（
3
）
初
版
本
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
で
あ
る
。
改
訂
第
八
版
の
確
認
が
で
き
て
い
な
い
た
め
、

告
別
式
の
記
載
が
い
つ
の
段
階
で
加
わ
っ
た
か
は
断
定
は
で
き
な
い
が
、一
九
三
一
（
昭
和
六
）

年
の
第
九
版
の
可
能
性
が
強
い
。
こ
れ
は
第
七
版
ま
で
順
調
に
版
を
重
ね
て
い
た
が
、
関
東
大

震
災
に
よ
る
版
型
の
滅
失
に
よ
っ
て
、
改
訂
第
八
版
が
で
る
が
こ
れ
は
復
刻
で
あ
り
内
容
的
な

変
化
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
の
九
版
が
増
補
版
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
告
別
式
の
記
述
は
一
九
三
一
年
に
加
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
）
産
経
ニ
ュ
ー
ス
「
あ
の
家
に
は
お
茶
が
あ
る
」（http://w

w
w
.sankei.com

/life/
new
s/150318/lif1503180012-n2.htm

l
）2016.1.24

閲
覧

井
上　

章
一　

一
九
八
四　
『
霊
柩
車
の
誕
生
』　

朝
日
新
聞
社

木
下　

光
生　

二
〇
一
〇　
『
近
世
三
昧
聖
と
葬
送
文
化
』
塙
書
房

幸
徳　

秋
水　

一
九
〇
二　
『
兆
民
先
生
』
博
文
館

国
民
礼
儀
普
及
会
編　

一
九
四
〇　
『
現
代
礼
儀
作
法
全
書
』
帝
国
女
子
教
育
会

塩
月
弥
栄
子　

一
九
七
〇
『
冠
婚
葬
祭
入
門
』
光
文
社

塩
月
弥
栄
子　

一
九
七
一
『
図
解
冠
婚
葬
祭
』
光
文
社

主
婦
の
友
社
編　

一
九
四
〇
『
家
庭
作
法
宝
典
』
主
婦
の
友
社

須
賀　

隆
賢　

一
九
三
一　
『
引
導
下
炬
集
』
増
補
九
版　

三
宝
社

千
登
三
子
監
修　

一
九
八
〇
『
冠
婚
葬
祭
』
②
葬
儀
と
供
養
、
保
育
社

中
江　

兆
民　

一
九
八
三
（
一
九
〇
一
）　
「
続
一
年
有
半
」『
中
江
兆
民
全
集
』
一
〇
巻

野
口　

勝
一　

一
八
九
八　
「
葬
儀
の
弊
風
を
改
む
へ
し
」『
風
俗
画
報
』
一
七
二
号

平
出
鏗
二
郎　

一
九
七
一
（
一
九
〇
一
）　
『
東
京
風
俗
志
』
新
装
版
、
明
治
百
年
史
叢
書
、
原
書
房

藤
井　

正
雄
・
花
山
勝
友
・
中
野
東
禅　

一
九
八
〇
『
仏
教
葬
祭
大
事
典
』
雄
山
閣

甫
守　

謹
吾　

一
九
二
七　
『
現
代
の
作
法
』
南
光
社

森　
　

謙
二　

一
九
九
三　
『
墓
と
葬
送
の
社
会
史
』
講
談
社

参
照
文
献

村
上　

興
匡　

一
九
九
〇　
「
大
正
期
東
京
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
の
変
化
と
近
代
化
」『
宗
教
研
究
』

六
四
（
一
）

村
上　

興
匡　

二
〇
〇
一　
「
中
江
兆
民
の
死
と
葬
儀--

最
初
の
「
告
別
式
」
と
生
の
最
終
表
現
と

し
て
の
葬
儀
」『
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
』
一
九

山
田　

慎
也　

二
〇
〇
四
「
葬
儀
を
意
味
づ
け
る
も
の
」『
仏
教
再
生
へ
の
道
す
じ
』
藤
井
正
雄
編
、

勉
誠
出
版

山
田　

慎
也　

二
〇
〇
七
『
現
代
日
本
の
死
と
葬
儀
│
葬
祭
業
の
展
開
と
死
生
観
の
変
容
』
東
京
大

学
出
版
会

山
田　

慎
也　

二
〇
〇
八
「
過
程
と
し
て
の
葬
儀
と
そ
の
効
率
化
」『
死
の
儀
法
│ 

在
宅
死
に
見
る

葬
の
礼
節
・
死
生
観
』
近
藤
功
行
・
小
松
和
彦
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

山
田　

慎
也　

二
〇
一
三　
「
葬
儀
の
変
化
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
」『
近
代
化
の
な
か
の
誕
生
と
死
』
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
山
田
慎
也
編
、
岩
田
書
院

山
田　

慎
也　

二
〇
一
五　
「『
明
誉
真
月
大
姉
葬
儀
写
真
帖
』
か
ら
み
た
近
代
の
葬
列
の
肥
大
化
」

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
九
九
集

山
村　
　

浩
編　

一
九
九
二
『
都
道
府
県
別
冠
婚
葬
祭
大
事
典
』
総
監
修
大
島
建
彦
、
主
婦
と
生
活

社
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書名 刊行年 告別式に関する記述内容 著者の性格

北海道 
『北海道の冠婚葬祭』 
北海道新聞社生活部編 
北海道新聞社

1988 葬儀・告別式
　道内では葬儀と告別式を同じ意味で使うことが多いが、浄土真宗本
願寺派の札幌別院副輪番友山大信さんは「私どもでは宗教上の儀式が
葬儀で、親類、知人、友人が故人とお別れするのが告別式ととらえ、
新聞広告を出すときには告別式ではなく、葬儀の言葉を使うようにお
願いしている」という。 
　東京では「葬儀　午後一時、告別式　同二時」と分ける場合も多い。
さらに細かい手順は道内でも焼香よりも弔辞、弔電拝読が先だったり、
後回しになった弔電拝読の時にはすでに僧りょが退席したり、いろい
ろ。
　言葉遣いも進め方も宗派や地域によって違いがあるようだ。（P.96）

新聞の連載を単著
化

青森県 
『青森県葬儀あれこれ』 
青森県仏教会・青森県神
社庁・日本キリスト教団・
本町カトリック教会監修 
東奥日報社

1986 本来は告別式と葬式は別 
　ただ本県と東京周辺の葬式を比べますと、本県では告別式を含めて
葬式として営んでいますが、東京などでは本来の葬式は身内だけで行
い、別に時間を区切って告別式を設け、一般会葬者は時間に制約され
ずに都合のよい時間に出向いて香典を上げ焼香し故人と最後の別れを
するところに大きな違いがあります。本県でも寺によっては本来の葬
式と告別式を区別する意味で一般会葬者焼香前に読経を終えて退堂す
る導師も見受けられます。これは手抜きをしているのではなく、住職
の考えによるものなのです。（P.75）

本文は記者・上記コ
ラムは僧侶など

秋田県 
『秋田の仏事』 
大坂高昭 
無明舎出版

1985 葬儀当日の進行 
　厳密にいえば「葬儀」は遺族、近親者、縁故者が故人の冥福を祈る
儀式であり、「告別式」は一般の知人が故人に別れを告げる儀式として
区別されるものですが、特別な場合を除き一体化しているのが現状な
ので、両者を合わせて葬儀といってもさしつかえありません。
葬儀の式次第 
①参列者入場着席、②寺院入場着席、③開式のことば（司会者）、④読
経、⑤弔辞拝受、⑥弔電代読、⑦読経、⑧焼香（読経中に遺族は祭壇前、
一般は定められた焼香台、または「回し焼香」で行います）、⑨喪主挨
拶（遺族代表挨拶）、閉式のことば（司会者）、⑪寺院退場（PP.40-43）

僧侶による執筆

岩手県 
『岩手の仏事』 
矢沢亮祐他編 
岩手日報社

1986 葬儀と告別式
　葬儀とは一般的にいえば臨終の際に僧侶にあげてもらう枕経のとき
から葬式の日までのことを意味し、死んだ人を葬るための宗教的な儀
式のことです。それに対して、告別式というのは、故人に縁の深かっ
た人々が、故人に最後の別れを告げるために設けられた式で、性格は
全く別なのです。しかし近年では、葬式の日に告別式も一緒に営まれ
るようになってきております。 
　たとえば、盛岡地方で営まれている一般的な葬式は 
①会葬者の入場②遺族の入場③僧侶の入場④開式の辞⑤僧侶の読経⑥
弔辞の披露⑦弔電の披露⑧僧侶の読経⑨遺族の焼香⑩謝辞⑪会葬者の
焼香⑫閉式の辞（P.121）

編集委員 10 名はす
べて僧侶

福島県 
『ふくしまの冠婚葬祭』
ふくしまの冠婚葬祭編集
部編 
エス・シー・シー

2009 　葬儀は、親族や関係者によって故人を弔う宗教的儀式。一般的には
僧侶が読経を行い故人の成仏を祈ります。告別式は故人の友人や知人
が焼香してお別れをする社会的儀式です。ですから、葬儀が終わった
ら僧侶はいったん退場するのが正式ですが、最近はそのまま引き続き
告別式が行われるのが一般的になってきました。（P.73）

情報誌刊行会社

表１　都道府県別作法書
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書名 刊行年 告別式に関する記述内容 著者の性格

群馬県 
『ぐんまの葬祭─旅立ち
かた旅立たせかた』 
上毛新聞社出版局編 
上毛新聞社

2000 　葬儀は故人をあの世に送る宗教儀礼であり、出棺の儀式、出棺、火葬、
葬儀場での儀式・焼香という一連の儀式をいいます。告別式は、文字
通り故人に別れを告げる儀式で、弔辞、弔電、焼香などが行われます。
現在「葬儀・告別式」という言い方が一般的で、葬儀と告別式が同時
進行で行われますが、かつては葬儀と告別式は機能も違い、別々に行
われたものでした。ところが、葬儀を行った後に告別式を行っていては、
時間がかかりすぎるということから、葬儀の途中から焼香などの会葬
を受け付け、あわせて１時間程度の儀式にしようという風潮がうまれ、
「葬儀・告別式」という形式がうまれたのです。 
葬儀・告別式式次第 
導師入場・開式・読経・弔電・弔辞・親族代表挨拶・親族焼香・指名焼香・
一般焼香・閉式 
そのあとに初七日の儀繰り上げ法要があげられている。（PP.39-40）

新聞社 
一部民俗学者

栃木県 
『栃木の冠婚葬祭』 
下野新聞社編
下野新聞社

1991 　亡くなった人の成仏を祈る儀式が、仏式の葬儀です。遺族や近親者、
親しかった友人などが行うものです。これに対し告別式は、故人に最
後の別れを告げる儀式で、一般の知人や友人も参列します。 
　葬儀と告別式は一緒に行うところと別々に行うところとがあります。
葬儀、告別式の順序や形式は宗派や地域によって少しずつ異なります。 
　焼香について 
　葬儀のときの焼香は、まず僧侶が行います。そして読経の中、司会
者が僧侶の合図で喪主、遺族、友人、知人の順で行います。この頃は
司会者の一連の進行で葬儀と告別式の区別がしにくくなっていますが、
本来は別個のもので、遺族、親族、友人が故人のために祈り、焼香す
るのが葬儀で、一般の知人が別れの焼香をするのが告別式です。 
　したがって遺族は告別式では焼香をはしません。会葬者が焼香する
とき、一人ひとりに目礼します。 
　告別式の進め方 
　告別式は故人に最後の別れを告げる儀式です。正式には僧侶入場か
らはじまりますが、最近は僧侶が葬儀の席から退場せず、そのまま移
行することが多くなりました。読経に続いて、一般会葬者焼香となり
ますが、会葬者が多い場合には、香炉の数を増やし、なるべく待たせ
ないように配慮します。続いて僧侶退場、親族代表挨拶があり、最後
に司会者が閉会の言葉を述べます。（PP.97-98）

新聞社

茨城県 
『いばらきの冠婚葬祭』 
瀬谷義彦・斎藤平・佐藤
次男監修 
茨城放送

1996 仏式の葬儀
　葬儀は、遺族や近親者が故人を弔う儀式のことで、読経・引導渡し、
焼香、出棺、火葬などが行われます。一方、告別式は、故人の友人、
知人らが故人とお別れをするための儀式で、弔辞や弔電を読み上げ、
弔問客の焼香が行われます。本来は別々に営まれていましたが、現在
では、この二つを同時に行うケースも増えています。 
葬儀・告別式の式次第 
①受付②着席③僧侶入場④開会の辞⑤読経・引導渡し⑥弔辞⑦遺族の
焼香⑧一般参列者の焼香⑨弔電⑩僧侶退場⑪喪主または親族代表の挨
拶⑫閉会の辞（P.146）

研究者・新聞記者

静岡県 
『静岡県の冠婚葬祭』
静岡新聞社編
静岡新聞社

1994 葬儀 
　葬儀と告別式を分けて行うときは、葬儀が済むと、僧侶はいったん
控室に引き上げ、その後再び告別式のために入場し、告別式の読経を
始めます。 
　葬儀・告別式とひとくくりにされるか、葬儀のみのときは一般会葬
者が見守る中で葬儀から、ただちに告別式に移ります。 
①喪主・遺族・会葬者着席②僧侶入場③開式の辞④読経・引導⑤弔辞
の朗読⑥弔電の奉読⑦読経⑧喪主・遺族焼香⑨一般会葬者焼香⑩僧侶
退場⑪喪主挨拶⑫閉会の辞（PP.173-174）

新聞社
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新潟県 
『改訂版新潟の葬儀と法
要』
横山博之・野村尚志 
新潟日報事業社

2010 葬儀と告別式の違いとは 
　現在では葬儀と告別式をともに行う場合が多くなりました。しかし
葬儀と告別式は本来、別々の意味をもっているのです。葬儀は遺族や
近親者が故人をあの世へ送り、成仏を祈る儀式であるのに対し、告別
式は故人と親交のあった人が、最後の別れを告げる儀式とされていま
す。正式には、別々に行うことがしきたりとされていました。 
葬儀の進行　遺族と会葬者入場・着席→僧侶入堂（入場）→開式の辞
→読経・引導→弔辞の拝受・弔電の紹介→読経・焼香→閉式の辞（僧
侶の退堂） 
告別式の進行　僧侶入堂→読経・会葬者焼香→僧侶退堂→喪主あいさ
つ→閉式の辞 
略式の葬儀・告別式の進行例　遺族と会葬者入場・着席→僧侶入堂→
読経・引導→弔辞拝受・弔電朗読→遺族・近親者焼香（読経中）→会
葬者焼香（読経中）→僧侶退堂→閉式の辞（PP.68-71）

新聞社

長野県 
『信州の仏事』 
信州仏教研究会編
銀河書房　

1985 葬儀と告別式 
　葬式というのは、出棺の儀式、遺族の焼香、出棺、遺族・会葬者に
よる野辺送り、葬場での儀式・焼香、火葬という一連の儀式を示した
もので、一般会葬者が遺体とお別れの挨拶をする告別式とは、別の意
味をもっていましたが、現在では葬儀と告別式を合わせて告別式と呼
ぶことが多くなりました。 
　葬儀は、遺体の処理と鎮魂から成り立っています。 
　埋葬、または、火葬による遺体の処理はすべて終わるものではなく、
遺体より離れた霊魂に対して、鎮魂の儀式が行われます。 
　私たちが死者に抱く愛情の念と屍体への恐怖、嫌悪感という複雑な
感情が、葬儀によって釣り合いがたもたれ、また、遺族が故人に振り
向ける功徳によって、極楽浄土に往生ができるのです。 
　告別式は、文字通り故人との別れを告げる儀式であり、弔辞、弔電、
焼香を中心に行われ、喪主や遺族の主だったものが、会葬者の焼香に
対して答礼をします。（P.136）

僧侶による執筆

富山県 
『新とやまの冠婚葬祭』 
北日本新聞社出版部編 
北日本新聞社

1999 葬儀・告別式 
　仏式の葬儀のほとんどは、故人を仏弟子として導き、仏の国 ( 浄土 )
へ送る引導が中心となっています。ただし、浄土真宗の場合、引導の
作法はなく、成仏は他力（阿弥陀如来）の導きによるとする宗旨によっ
て、仏恩感謝の葬儀形態です。
　県内では、葬儀と告別式を分けて執り行うことは少ないのですが、
本来告別式とは、友人知人が故人との最後の別れをするものであり、
宗教儀礼とは別途の行事といえます。 
葬儀の進行 
　僧侶の入場→開式の辞→読経→弔辞拝受・弔電紹介→焼香→閉式の
あいさつ→閉会の辞→僧侶退場（告別式　読

（ママ）

教→一般焼香→僧侶退場
→閉式の辞）（P.157）

新聞社 
互助会の全面協力

石川県 
『北陸の冠婚葬祭』 
北国新聞社編集局編
北国新聞社

1990 告別式に関する記述なし 新聞記事の連載

愛知県
『名古屋版おつきあい講
座』
竹内くに子
中日新聞本社

1995 葬儀・告別式 
　葬儀は死者を弔う儀式、告別式は死者との別れの儀式です。最近で
は葬儀と告別式を区別せず、葬儀に引き続き告別式が行われるのが一
般的となりました。（中略）順序として読経、弔辞の朗読、弔電披露、
導師焼香、この後喪主、遺族、近親者の焼香が行われます。（中略）続
いて告別式になり、一般会葬者が焼香を行います。遺族は答礼します。
（P.92）

松坂屋暮らしのア
ドバイザー 25 年 
県消費生活セン
ター、名古屋通産局
の消費生活相談員
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京都府 
『京都・宇治・城陽地方
の儀式作法入門』 
岩上力 
光琳社出版

1986 葬儀と告別式 
　通常、葬儀、告別式を、お葬式とひと口で言い、自宅葬では、ほとんど、
この両方を同時に行いますので、混同されがちでございますが、本来、
葬儀と告別式は別のものでございます。葬儀は、故人の成仏を念じる
弔いの儀式であり、遺族や近親者、また、特に故人と親しかった友人
や知人で行われるもので、告別式は、故人に最後のお別れを告げる儀
式でございます。一般の会葬者は、この告別式に参列することになり
ます。（P.126）

結納店役員・儀式作
法研究会代表

大阪府・兵庫県 
『大阪神戸の冠婚葬祭』 
サンケイリビング新聞社
編 
サンケイリビング新聞社

2002 僧侶が主として行うのが葬儀その後が告別式
　なお、葬儀と告別式は意味が違います。僧侶が死者をあの世に導き、
遺族・近親者など親しかった人々が成仏を祈るために行う儀式が葬儀。
葬儀後に行われる告別式は、一般の知人・友人らが故人と別れを行う
ものです。しかし最近の傾向としては同じものとしてとらえられてい
る人が多く、実際、別々に行われるケースは少ないようです。 
仏式の個人葬儀スケジュール（遺体のままでの葬儀の例） 
受付関係者集合→受付開始→導師到着→遺族・親族着席→導師着席→
開式の辞→読経・導師焼香→弔辞拝受→弔電披露→焼香→導師退席→
閉式の辞→お別れ・献花→喪主、親族代表挨拶→出棺→火葬場へ→火
葬→収骨→精進落とし（PP.115-116）

新聞社監修・作法指
導は新日本作法会・
日本こども作法会
会長 /作法研究家前
田ますみ

兵庫県 
『兵庫の冠婚葬祭』 
神戸新聞総合出版セン
ター編 
神戸新聞総合出版セン
ター

1992 仏式葬儀－葬儀・告別式　 
　葬儀、告別式の順序、形式は地域や宗派の違いなどによって異なっ
ています。「葬儀」は故人の成仏を祈るセレモニーであり、本来は遺族、
近親者、親しい人だけで行われるものです。「告別式」は、故人に最後
の別れを告げるためのもので、一般会葬者はこの告別式で焼香するこ
とになります。しかし、最近では、その葬儀と告別式を分けずに行う
ことが多くなりました。そして、喪主から一般会葬者までの焼香がす
めば式が終わりとなります。 
葬儀の進行 
①喪主、遺族の入場・着席、②僧侶入場・着席、③開式の辞、④読経、 
⑤弔辞・弔電披露、⑥焼香、⑦閉式の辞 
告別式の進行 
①告別式の開始　葬儀に引き続いておこなわれる。僧侶の読経の中、
一般会葬者の焼香が行われます。②僧侶退場、③閉式の辞（PP.157-158）

新聞社

岡山県 
『岡山の冠婚葬祭』 
山陽新聞社編 
山陽新聞社

1990 葬儀・告別式 
　仏式の葬儀とは亡くなった人の成仏を祈る儀式で、遺族や近親者、
特別に親しかった友人が行うものです。これに対し告別式は、故人に
最後の別れを告げる儀式で、一般の知人も参列します。
　葬儀と告別式を分けて行う所もあるようですが岡山県内では葬儀と
告別式は同時進行で行います。
　葬儀、告別式の順序や形式は、宗派や地域ごとの風習、式場の都合
などによって少しずつ異なります。（P.100）

新聞社

島根県 
『島根の冠婚葬祭』 
白石昭臣・酒井薫美 
ワン・ライン

2000 葬儀と告別式 
　仏式の葬儀は、亡くなった人の成仏を祈る儀式で、遺族や近親者、
それに特別親しかった友人が行うものです。また、告別式は個

（ マ マ ）

人に最
後の別れを告げる儀式で、一般の知人も参加します。最近では会場を
寺や葬祭会館などにして、葬儀兼告別式の形が圧倒的に多いようです。 
葬儀・告別式次第 
　宗派によって多少の違いはありますが、現在、最も多い寺での葬儀
について、だいたいのところを述べておきます。開式の案内、導師・
僧侶入場、開式の辞、僧侶読経、弔辞、弔電披露、読経・焼香、導師・
僧侶退場、喪主挨拶、閉式の辞、一般会葬者見送りといったところでしょ
うか。（PP.75-77）

民俗学者による新
聞連載を著書化
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広島県 
『ひろしまの冠婚葬祭』
神田三亀男監修 
中国新聞社

1992 仏式葬儀　葬儀・告別式 
　葬儀と告別式は本来違う意味を持つ儀式です。葬儀は深い縁で結ば
れた人との、人生最後の別れであるとともに、故人の死を悼み、弔う
ための仏事で、遺族、近親者、友人などによって営まれます。一方、
告別式は一般会葬者が故人に別れを告げる儀式です。したがって、葬
儀と告別式を分けて行うのが正式ですが、現在、広島県ではほとんど
が一緒にとり行われています。 
　一般的な式次第　　親族・参列者着席、導師・僧侶の入場、開式の辞、
読経（導師焼香）、弔辞朗読、弔電披露、読経、遺族焼香、一般会葬者焼香、
導師・僧侶の退場、遺族代表あいさつ、閉会の辞（P.96）

新聞社
監修は民俗学者

徳島県 
『徳島の冠婚葬祭』 
徳島新聞社

1995 　最近は、葬儀と告別式が同日に行われるのが一般的です。葬儀＝告
別式と考えがちですが、葬儀は死者を葬る儀式で、告別式は友人、知
人がいとまごいをすることです。葬儀、告別式の進行は葬儀委員長を
中心に細かい打ち合わせをして行います。 
仏式葬儀　①遺族、会葬者着席②僧りょ入堂③開式の辞④読経⑤弔辞・
弔電の披露⑥僧りょ焼香⑦読経⑧遺族近親者焼香（読経中）⑨僧りょ
退堂⑩閉式の辞 
仏式告別式　①僧りょ入堂②開式の辞③読経④会葬者焼香（読経中）
⑤僧りょ退堂⑥閉式の辞（P.126）

新聞社

愛媛県 
『愛媛の冠婚葬祭』 
えひめリビング新聞社編 
えひめリビング新聞社

1997 仏式葬儀スケジュール 
　葬儀と告別式は本来異なっていたもので、葬儀の後に行われのが告
別式です。しかし愛媛県内では葬儀と告別式が同時に進行しているの
が通例のようです。（P.121） 

新聞社

福岡県 
『福岡県の冠婚葬祭』 
西日本新聞社

1993 　仏式の葬儀は、亡くなった人の成仏を祈る儀式で、遺族や近親者、
特別に親しかった友人が行うものです。これに対し告別式は、故人に
最後の別れを告げる儀式で、一般の知人も参列します。 
　大規模な葬式では、葬儀と告別式がはっきりと分かれますが、県内
ではまだ少なく、ほとんどは「葬儀および告別式」と、ひき続きになっ
ています。場所は自宅と斎場がほぼ半々です。
　葬儀、告別式の順序や形式は、宗派や地域ごとの風習、式場の都合
などによって少しずつ異なります。基本的には寺院や葬儀社に任せま
す。（P.110）

新聞社

佐賀県 
『さがの冠婚葬祭』

1981 キリスト教においてのみ告別式の記述有り。 民俗学者の連載

佐賀県 
『新佐賀の冠婚葬祭』 
佐賀新聞社

1992 葬儀と告別式 
　仏式の葬儀は、その宗派に基づき、亡くなった人を送り成仏を願う
儀式で、遺族や近親者、特別に親しかった友人などで行います。
　これに対し告別式は、故人に最後の別れを告げる儀式で、生前に関
わりのあった知人も参加します。
　このように葬儀と告別式は本来、別のものですが、大規模な葬儀の
場合を除き、多くは同じ会場で続けて行われます。しかし自宅で普通
に行う場合は葬儀だけが行われるようです。葬儀・告別式の順序や形
式は、宗派や地域ごとの風習、式場の都合、人数などによって少しず
つ異なりますが、基本的なところは大きく違いません。現在は、火葬
場の都合などで出棺後の葬儀が多いようです。 
葬儀の進行
①遺族、近親者の入場②参列者の入場③僧侶入場④開会の辞⑤読経
⑥喪主・葬儀委員長の焼香⑦弔辞・弔電披露⑧焼香⑨僧侶退場・閉式
の辞 
告別式の進め方 
①一般会葬者の焼香②僧侶退場③司会者による閉式の言葉（PP.96-98）

新聞社
葬の監修は僧侶
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大分県 
『豊の国　お葬式のマ
ナー』改訂版 
金澤知正編 
中央葬儀、私家版

1992 第三章　葬儀に参列する 
　東京、大阪、京都などの大都市では、葬儀は近親者だけで行い、告
別式に入って初めて、会葬者の弔意（お焼香）を受けるという式の進
行が多く見られます。この場合、会葬者は、告別式の時間に参列して
焼香するだけですから、15 分もあればお参りできるわけです。 
　このように葬儀は近親者だけですませて、引き続き行われる告別式
で会葬者の弔意を受けるのが、大都市ではごくあたりまえの進行です。 
　しかし、大分県では、葬儀と告別式とが、あわせてとり行われてい
ます。すべての会葬者は葬儀開始時間から参列するのが普通です。 
　仏式は御僧侶入場─開式の辞─読経（10 分から 20 分）─弔辞・弔電
─読経─遺族・親族の焼香─代表者の焼香─一般会葬者の焼香告別式
─御僧侶退席─遺族挨拶（場合によっては告別式）─閉式の辞となり
ます。宗派や会葬者の人数によっても違いますが、30 分から 1時間ほ
どで閉式となります。 
　会葬者の焼香は、告別式になってから案内されるのが本来ですが、
大分市では遺族の焼香と同時に会葬者の焼香が始まる場合があります。
（PP.11-12）

葬祭業者

熊本県 
『新・熊本の冠婚葬祭』 
熊本日日新聞情報文化セ
ンター編 
熊本日日新聞社

1996 葬儀と告別式の違い　最近は同時並行の傾向 
　葬儀と告別式は本来それぞれ違った意味を持つ儀式です。葬儀は近
親者や親しい友人・知人によって営まれ、故人と別れを告げる。これ
に対し、告別式は文字通り最後のお別れを告げるもので、生前に付き
合いのあった人たちが故人をお見送りします。ただし、現在は葬儀と
同時並行して行われるのが一般的です。（PP.136-137）

新聞社

沖縄県 
『沖縄冠婚葬祭の手引』
那覇出版社編集部編
那覇出版社

1982 自宅での告別式 
　葬儀・告別式を寺や葬儀場で行なうばあいもありますが、自宅で取

（ママ）

り行うばあいも多くあります。自宅で行なうばあいも、葬儀の基本的
な順序はかわりはありません。ただ、自宅で行なう時は、会葬者に便
利なように式場をしつらえることが大事です。 
寺での告別式 
　お寺で告別式をするばあい、式場の飾りつけやお花・供物などはお
寺の方でとりしきってくれます。ですから、遺族の方は、遺骨、遺影
を抱き、式の時間にあわせてお寺に向かうようにします（だいたい三
十分から一時間前がいい）。 
寺での告別式の順序 
一、開式の辞、二、読経、三、遺族焼香、四、弔辞、五、弔電の披露、六、
一般会葬者の焼香、七、遺族による謝辞、八、閉式の辞（PP.91-92）

出版社
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Standardization of Farewell Ceremonies for the Deceased and the Books of 
Funeral Etiquette

YAMADA Shin’ya

This paper presents a study of the standardization of folk rituals and their explanations. To be more 

specific, this paper analyzes how a farewell ceremony has been established as a central ritual in funeral 

rites and spread into the regions since the modern times by examining the books of funeral etiquette 

and other relevant documents. In the modern times, the funeral service consisted of a series of rituals, 

including making a funeral procession and holding rituals at home, the temple, and the cemetery, 

respectively. However, while the development of cities made it increasingly difficult to form a funeral 

procession, people were getting weary of it. In this context, the farewell ceremony emerged. Although it 

was offered as an alternative option for a funeral ceremony, later it cast off the religious rituals of funeral 

ceremonies (e.g. incense burning), as Chōmin Nakae, to whom the farewell ceremony was attributed, 

denied its religious implications. At that time, the farewell and funeral ceremonies were in principle 

separated, but according to a book of funeral etiquette in the Shōwa period, this was considered as a new 

style and interpreted in various ways.

After the Second World War, this separate style became accepted as a standard form, but an increasing 

number of people preferred to the integrated style. Later, the farewell ceremony including funeral rituals 

was defined as a central ritual. In the 1980s, books of funeral etiquette were compiled for individual 

prefectures. These books presented a similar description of farewell ceremonies and suggested the one 

prevailing in Tokyo as an orthodox style. While the integrated style was gaining increasing popularity 

there, people started to notice regional differences. In the end, a common style became predominant 

across the nation. Thus, it has been revealed that although there were some variations depending on the 

region, the books of funeral etiquette integrated different ritual styles into a single form.

Key words: Farewell ceremony, a book of funeral etiquette, modernization, funeral, ritual


