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死

者
供
養
を
め

ぐ
る

諸
問

題

　
　
　
　

東
ア

ジ
ア

の

視
点
か

ら

代
表
者
・

司
会

　
松
尾

　
剛
次

コ

メ

ン

テ

ー

タ

　
岡
田
真
美
子

人
は

な
ぜ

石
塔
墓
を
た

て

る

の

か

　
　
　
　
阿

弥
陀
信
仰
と

弥
勒
信
仰

松

　
尾

　
剛

　
次

　
二

〇
〇

六

年
に

秋
川
雅
史
の

歌
声
で

「

千
の

風
に
な
っ

て
」

と

い

う
歌

が

大
流

行
し
た

。

そ
の

歌

詞
の

意

味
は
、

よ

く
よ

く

考
え
て

み
る

と
、

盆
・

暮
に

墓

参
り
を
す
る

習
俗
に

対
す
る

批
判
と
な
っ

て

い

る

こ

と

に

気

づ

か
さ

れ

る
。

た
と

え
ば
、

「

私
の

お

墓
の

前
で

　
泣
か

な

い

で

く
だ

さ

い

　
そ
こ

に

私
は

い

ま
せ

ん

　
眠
っ

て

な

ん

か

い

ま
せ

ん

　
千
の

風
に

千
の

風
に

な

っ

て

　
あ
の

大
き
な
空
を

　
吹
き
わ
た
っ

て

い

ま
す
」

と
い

う
フ

レ

ー

ズ

な
ど

だ
。

　

我
々

日
本
人
の

多
く
は
、

死
体
を

火
葬
に

し
、

火
葬
骨
を

墓
石
の

下

に

埋
め

る
。

後
は

年
忌
法
要
や
盆
・

暮
れ

に

墓
に

詣
で

て

故
人
を

偲
ぶ

。

な

ぜ

な

ら、

骨
が
依
り
代
と

な
っ

て
、

故
人
の

霊

魂
が

墓
に

い

る

と

無
意

識

に

考
え
て

い

る

か

ら
だ
ろ

う。

こ

う
し

た

観
念
が
あ
る

か

ら
こ

そ
、

墓

参

り
や

戦
没
者
の

遺
骨
収
集
が
行
わ
れ
て

き
た

の

で

あ
る

。

　
と
こ

ろ

が
、

「

私
の

お
墓
の

前
で

　
泣
か
な
い

で

く
だ
さ

い

　
そ
こ

に

私
は

い

ま
せ

ん

　
眠
っ

て

な
ん

か
い

ま

せ
ん
」

と
い

う
の

だ

か

ら、

実

に
、

従
来
の

霊
魂
観
へ

の

挑
戦
と
も
い

え
る

大
胆
な

歌
詞
と
い

え
る

。

そ

う
し
た

歌
が

大
ブ
レ

イ
ク

し、

批
判
が

さ

ほ

ど

起
こ

ら

な
い

こ

と
は

、

日

本
人
の

霊
魂

観
が
変
化
し
つ

つ

あ
る
こ

と
を

端
的
に

示
し

て

い

る

の

か
も

し
れ
な
い

。

　

と
こ

ろ
で

、

「

死
休
を
火

葬
に
し

、

火
葬

骨
を

墓
石
の

下
に

埋

め
る
」

と

い

う
習
俗、

言
い

換
え
れ
ば

石
塔
を
墓

所
に

建
て

る

習
俗
は
い

つ

か
ら

】

般

化
し
始
め
た

の

だ

ろ

う
か

。

答
え
は

鎌
倉
時
代
後
期
以
降
で

あ
る

。

す
な
わ
ち、

鎌
倉
仏
教
の

成
立
、

と

く
に、

律
宗
僧
や

念
仏
僧
の

活
動
が

大
き
な
影
響
を
与
え
た

と

考
え
て

い

る
。

　

中
世
の

律
宗
と

聞
い

て

も
知
ら
な
い

方
が
ほ

と
ん

ど

で

あ
ろ

う
。

奈
良

時
代
の

南
都
六
宗
の
一

つ

の

律
宗
と

思
わ
れ
る

か

も
し

れ
な
い

が、

実
は

そ
う
で

は

な
い

。

現
在
の

宗
派
で

い

え
ば、

奈
良
西

大
寺
を
本
山
と

す
る

真一．＝
口

律
宗

や
唐
招
提
寺
を

本
山
と

す
る

律
宗
な

ど

の

源
に

な
っ

た

教
団

で
、

叡
尊
（
一

二

〇
一

−
一

二

九
〇
Y

忍
性
（

＝

＝

七

−
一

三

〇

三
）
・

覚
盛
ら
が
代
表
者
で

あ
る

。

彼
ら

は
、

釈
迦
が
定
め
た

と

い

う、

僧
侶
集

団
の

規
則
で

あ
る

戒
律
を

重
視
し

、

そ
の

護
持
を
人
々

に

勧
め

た
。

当
時

の

史
料
で

は

「

律
僧
」

と
か

「

律
家
」

と

呼
ば
れ
た

。

先
述
の

南
都
六
宗

の

律
宗
と

の

決
定
的
な

相
違
点
は

、

彼
ら

の

身
分
が
官
僧
（
官
僚
僧、

国

家
公
務
員
的
僧
侶
）

で

は
な

く
、

私
僧
（
遁
世
僧
と

呼
ば

れ
た
）

で

あ
っ

た

点
だ
。

こ

う
し

た

律
僧
や

念
仏

僧
た

ち
が、

中
世
石
造
墓
の

中
心
的
な

造
立
主

体
で

あ
っ

た

の

だ
。

　
日

本
古
代
に

お

い

て

は、

石
造
墓
を

作
る

の

は

ま

れ

で

あ
り、

天
皇
の

墓
で

す
ら

九

世
紀
に

は
所
在
が
は
っ

き
り

し
な
く
な
っ

て

い

た
。

石
塔
墓

が

天

皇
・

貴
族
か
ら
武
士
ク

ラ

ス

ま
で
一

般
化
す
る

の

は
、

律
僧
や
念
仏

僧
ら
の

鎌
倉
仏
教

僧
が
活
躍
す
る

中

世
に

な
っ

て

か

ら
で

あ
っ

た
。

　
と

く
に、

中
世
に

は

二

m

ー一．
〒

四

m

も
の

巨
大
な
五

輪
塔
や

板
碑
な

158（992）
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ど

の

石
塔
墓
で

、

か
つ

硬
い

安
山

岩
、

花
崗
岩
を
加
工

し
た

も
の

が

造
立

さ
れ
た

。

現
存
す
る

も
の

だ
け
で

も
、

＝
二

世
紀
末
−
一

四

世
紀
初
頭
の

も
の

が
一

〇
〇
を
超
え
る

。

し
か
も

、

そ
の

下
に

は

金
銅
製
の

骨
蔵
器
が

見
い

だ
さ
れ
る

。

そ
う
し
た

、

巨
大
石
塔
造
立
の

背
景
に

あ
る
、

死
後

、

ま

ず
極
楽
に

往
生
し、

五
六
億
七

千
万

年
後
の

弥
勒
下
生
に
際
し
て

墓
に

も
ど
る

と
い

う
阿
弥
陀
信

仰
と

弥
勒
信
仰
の

混
交
し
た

仏
教
思
想
に

注
目

し
た

。

　

す
な
わ
ち、

五
六
億
七

千
万

年
後
と
い

う
途
方
も
な
い

時

間
に

お
い

て

も
霊
魂
の

依

り
代
で

あ
る

骨
を

納
め

た
墓
を

保
た
せ

る

た
め

に
、

硬
い

石

製
の

墓
が
生
み

出
さ
れ
た
の

で

あ
る

。

幽
霊
の

誕
生

　

　
　

江
戸
時
代
に

お
け
る

死
者
供
養
の

変
容佐

藤

弘

夫

　

太
占
の

昔
か

ら、

人
は

身
近

な

死

者
が

末

期
の

苦
し

み
か
ら

開

放
さ

れ、

安
ら
か
な
状
況
に

至
る

こ

と
を

願
い

続
け
て

き
た

。

死

者
は
人
間

界

と
は
異
な
る

超
越

者
の

世

界
11

他
界
の

住
人
で

あ
る

が
ゆ

え
に

、

そ
の

安

穏
な
境
地
へ

の

到
達
は

、

他
界
で

の

安
定
し
た

地
位
の

獲
得
と

不
可

分
の

関

係
を
有
し
て

い

た
。

し
か
し、

凵

本
列
島
に

限
っ

て

み

て

も
、

他

界
の

カ

ミ

観
念

、

及
び

現
世
と

他
界
の

関
係
は
、

時
代
に

よ

っ

て

大
き
な
変

容

を
み

せ
て

い

た
。

そ

の

た
め

、

死
者
の

安
寧
を
願

う
と

い

う
一

点
に

お
い

て

生
者
の

思
い

は

変
わ
ら
な
く
て

も
、

そ
の

「

安

寧
」

の

中

身
と
供

養
の

目

的
は、

各
時
代
の

カ

ミ

観
念
・

他
界
観
に

強
く
規
定
さ

れ
る

こ

と

に

な

っ

た
。

　

古
代
に

お
い

て

は
、

死
者
の

霊
は
死
後
速
や
か

に

遺
体
を

離
れ
る
と
考

え
ら
れ
た
。

霊
が
肉
体
に

再
び

帰
る

こ

と
が
不
可
能
と

な
っ

た

時
点
が

、

死
の

確
定
だ
っ

た
。

し
た

が
っ

て
、

古
代
の

死
者
供
養
の

中
心
課
題
は
遺

体
そ
の

も
の

の

処
置
で

は

な
く、

遺
骸
を
離
れ
て

さ
ま
よ

う
霊
魂
を
い

か

に

無
害
な
も
の

へ

と

浄
化
し
て

い

く
か
と
い

う
問
題
だ

っ

た
。

そ
の

有
効

な

手
段
と

考
え
ら
れ
た
「

清
浄
」

や

「

滅
罪
」

が、

古
代
の

死

者
供
養
の

キ
ー

ワ

ー

ド
と

な
っ

た
。

　
理
想
の

浄
土
の

観
念
が
肥
大

化
し、

死
後
に

そ
こ

に

往
生
す
る
こ

と
が

大
方
の

人
々

の

目
標
と
な
る

中

世
で

は、

死
霊
を

確
実
に

彼
岸
世

界
へ

送

り

届
け
る

こ

と

が
死
者
供

養
の

究
極
の

目
的
と

考
え
ら
れ
た

。

人
々

を
救

う
た
め

に

あ
え
て

こ

の

世
に

留
ま
る

こ

と
を
選
択
し
た

聖
人
を

別
に

す
れ

ば
、

な
ん

ら
か
の

理
由
で

こ

の

世
に

残
る

死
者
は、

決
し
て

望
ま
し
い

存

在
と
は
み

な
さ
れ
な
か
っ

た
。

　

中
世
後
期
か
ら、

他

界
浄
土
の

観
念
は
一

転
し
て

縮
小
に

向
か

う
。

や

が
て

、

彼
岸
世
界
に

対
し
て

現
世
の

比
重
が
著
し

く
高
ま
る

近

世
社
会
が

到

来
す
る

の

で

あ
る

。

近
世
は、

他
方
で

は
永
続

す
る

「

イ
エ

」

が

確
立

し

定
着
し

て

い

く
時

代
だ
っ

た
。

も
は
や

遠
い

他

界
に

旅
立
た
な

く
な
っ

た

死
者
は
、

「

イ
エ

」

の

墓
地
に

あ
る

骨
と

墓

標
を

依
代
と
し

て、

永
久

に

こ

の

世
に

留
ま
る
も
の

と

観
念
さ

れ

た
。

そ

の

た
め

、

近
世
で

は

死
者

供

養
の

課
題
は
、

墓
地
に

棲
む

霊
魂
の

安
ら
か

な

眠
り
の

実
現
に

あ
る

と

考
え
ら
れ

る
よ

う
に
な
る

の

で

あ
る

。

　

死
者
が
一

つ

の

空

間
を
生

者
と

分
か

ち

合
う
点
に

お
い

て
、

近
世
の

世

界
観
は

古
代
の

そ
れ
に

通

ず
る

性
格
を
も
っ

て

い

る

よ

う
に

み

え
る
。

し

か

し
、

安

定
し
た
イ
エ

と

永
続
す
る

墓
地
を
欠
く
が

ゆ

え
に

、

比
較
的
短
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