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性
を
問
い

直
す
作

業
も
必

要
に

な
ろ

う
。

　
宋
代
以

降
に

完
成
し
た
「

死

者
供
養
」

シ

ス

テ

ム

に

は、
（
AXB

）

の

動
態
性
と
と
も
に

、

（

B
）
を
支
え
る

 
 
の

二

面
的
動
態
も
ま
た
組
み
込

ま
れ
て

い

た
。

儒
が

次
第
に

体
制
内

宗
教
と

し

て

の

地
位
を

礁
立
し、

祖

先

祭
祀
を
独

占
す
る

な
か
で

、

仏
教
徒
た
ち
は

、

身
内
の

親

族
に

限
定
さ

れ
な
い

仏
教

的
な
「

孝
」

を
模
索
す
る

。

そ
こ

で

は

「

無
遮
」

の

理
念
や、

「

無
主
」

の

諸
霊
へ

の

配
慮
が

強
調
さ
れ

る

こ

と

に

な
る．、

改

革
開
放
政

策
の

な
か
で

復
興
が

め
ざ
ま
し

い

現
代
の

巾
国
寺
院
で

も
、

水
陸
会、

盂

蘭
盆

、

焔
口

（

施
餓
鬼）

儀
礼
な
ど
に

代
表
さ

れ

る

よ

う
に、

一

切
の

衆

牛

に

無
遮
の

供
養
を
す
る

功
徳
を
も
っ

て
、

現
世
の

安

穏
と

身
近
な
死
者

の

後
生

善
処
（
極

楽
往
生）

を

祈
念
す
る

こ

と
が

強
調
さ

れ
る

。

こ

こ

で

は

 
 
が

有
機
的
に

連
動
し
た

無
縁
供
養
が
、

（
A
ズ
B
）
の

共
存
に

結
び

つ

け
ら
れ
て

い

る
。

　
口
本
で

も

元
興

寺
極
楽

坊
聖

徳
太

子
立

像
胎
内
納
入

物
を
は

じ
め、

中

世

後
期
の

各
地
の

札
や

塔

碑
に

残
さ

れ

た

「

法
界

平
等
」

の

追
善、

近
世

に

頻
出
す
る
「

無

縁
法
界
」

コ】．

界
萬
霊
」

な
ど

の

無
縁
供

養
で

は
、

 

 ．
の

動

態
性
が

保

持
さ
れ
て

い

た
。

さ

ら
に

中
国
か
ら

移
入
さ
れ、

一

五

世

紀
か
ら
一

六

世

紀
に

禅

宗
を

中
心
に

発
達
を
と

げ
た
追
羨

儀
礼
と

し
て

の

「

施
餓
鬼
（
施

食）
」

に
お
い

て
は
、

『

諸
回
向

清
規
』

の

回
向
文
な
ど

に

み

ら
れ
る

よ

う
に、

こ

の

動
態
性
を

保
持
し

た

無
縁

供
養
が
仏
教
の

民

衆

化
に

大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
こ

と
が

わ

か

る
。

　
近
世
日

本
の

寺
檀

制
度
は
、

体
制
内

宗
教
と

な
っ

た

仏

教
諸
宗

派
の

「

死

者
供
養
」

を、

（

A
）
の

側
面
に

限
宀 、
止

す
る

傾
向
を
強
め

て

い

く
。

さ

ら
に

近

代
以

降
の

仏

教

界
は
、

一

段
と
（
A
）

に

特

化
し、

寺
院
に

よ

る

「

供

養
」

と
い

え
ば

、

も
っ

ぱ

ら

檀
家
の

「

先
祖
供

養
」

の

み

が

強
調
さ

れ
る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ
れ
は
（
B

）

の

中
心
に

あ
っ

た

無
縁
供

養
に

お
い

て、

「

 
無
遮
」

を

切
り

捨
て

「

 
無
主
」

を

強
調

す
る

動
き
と
も

連
動

し
て

い

た
。

現

代
の

盂
蘭
盆
に

付
随
す
る
施
餓
鬼
・

施
食
で

も、

た

て

ま

え
と
し
て

は
「

三

界
万
霊
へ

の

供
養
の

功
徳
を
先
祖
に

回
向
す
る
」

と
い

っ

た
か
た

ち
で
、

（

AXB

）
の

共
存
が
認
め

ら
れ
る

が、

現
実
に

は

「

各

家
の

ご

先
祖
の

供
養
」

の

み

が
強
調
さ
れ
る

こ

と

に

よ

っ

て、
　一

般

檀
信

徒
に

対
し

て
（
B
）
の

側
面
が

積

極
的
に

説
か
れ
る
こ

と

は

少
な
い

。

　
し
か
し、

歴
史
的

展
開
を
み

れ
ば
、

む
し
ろ

「

 
無
遮
」

と
「

 
無
主
」

が

有
機
的
に
連
動
す
る

こ

と

で
（
B
）
を
支
え
て

き
た

広
義
の

「

無
縁
供
養
」

こ

そ
、

救

済
シ

ス

テ

ム

と
し

て

の

「

死
者
供
養
」

が
広

く
民
衆
層
に

定
着

す
る

さ
い

の

原

動
力
に

な
っ

て

い

た、

と
い

う
点
に

あ
ら

た
め

て

注
目

し

た
い

。変
貌
す
る

韓

国
の

死

者
供
養
に

対
す
る

　

人
々

の

意
識
と

葛
藤

井

　
上
　

治
　
代

　

韓
国
の

高
度
経
済
成
長
は
一

九
六
〇

年
か
ら
始
ま
っ

た
。

そ

れ

に

伴
っ

て

葬
礼
に

関
し
て

も

変
化
が

起
こ

っ

た
が

、

激
変
し

た
の

は

九
八

年
ご

ろ

か
ら
で

あ
る

。

そ

の

変
化
の

主

導
者
は
一

般

市
民
で

は

な
く、

行
政
と
そ

の

政
策
を

後
押
し

す
る

マ

ス

コ

ミ
、

さ
ら
に

は

市

民
団
体
と
い

い

つ

つ

も

［

［

本
の

そ

れ

と
は
違
い

行
政
の

政
策
意
図
で

活
動

す
る

人
々

で

あ
る
。

そ

も

そ
も

韓
国
と
い

え
ば
儒

教
文
化
に

根
ざ
し
た
土

葬
が

主
た

る

葬
法
で
、

後
継
者
を

残
さ
な
い

で

亡

く
な
る

未
婚
死
や
、

自

宅
以

外
の

場
所
で

亡
く

な
る

客
死

を
忌
み

嫌
う
死
生

観
を
も
っ

て

い

た
。

し

か

し
大
都
市
圏
の

火

（995）161
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葬
率
は
七
〜

八

割
と

な
り、

白

宅
死
か

ら

病
院
死
へ

、

自
宅

葬
か
ら

齋
場

葬
へ

と
主

軸
を

移
し
た

。

本
発
表
で

は

ま

ず
基
底

文
化
が

ど
の

よ

う
な

政

策
を

通
じ

て

変
化
し
た

の

か、

ソ

ウ

ル

市
や

仁
川

市
の

墓
地

行
政
の

あ
り

方
に

触
れ
る

（

本
稿
で

は

省
略）

。

そ
し

て

性
急
な
死

者
儀
礼
の

変
化
に

対
し

て
一

般
市
民
が
ど

の

よ

う
に

感
じ

て

い

る

の

か
、

葬
墓

文
化
に

対
す

る

人
々

の

意
識
を

、

世

代
間
や

き
ょ

う
だ
い

間
の

文
化
や

宗
教
観
の

違

い
、

そ

し
て

葛
藤
等
に

着
目
し

な
が

ら

分
析
す
る

。

　

筆
者
は
、

ソ

ウ

ル

お
よ

び
京
畿
道
在
住
で

親
の

葬
儀
を

経
験
し
た

五

〇

代
の

子

世
代
に
面

接
調
査
を
行
っ

た

（

〇

八

年
】
一

月）
。

韓
国
で

死

は

ま
だ
タ

ブ

ー

視
さ
れ
る
傾
向
が

あ
る

た

め
、

面
接
対
象
者
の

紹
介
を
依
頼

し

た

韓
国
人
か
ら

「

韓
国
で

死
に
関
し
て

聞
く
こ

と
は

難
し

い
」

と

い

っ

た

返
事
が
返
っ

て

き
た

。

そ
の

中
で

調
査
が

で

き
た

六

人
（
男
五

名、

女

一

名
）

は

相
対
的
に

富
裕
層
や

知
識
階
層
の

人
た

ち
で

あ
る
。

そ
の

こ

と

を

踏
ま

え
補
足
的
に

葬
儀
業
者
か
ら
一

般
的
な

傾

向
を

聞
い

て

い

る
。

　

韓
国
で

子
ど

も
の

数
が
四
人
か
ら

二

人
へ

半
減
し
た

の

は
冖

九
七

〇

年

か

ら
八

三

年
の

問
で

あ
る

。

筆
者
が

面
接
し
た

五

〇

代
の

対
象
者
は
、

そ

の

デ
ー

タ

の

通
り、

き
ょ

う
だ

い

が

五

〜
八

人
と

多
く、

彼
ら
の

子
ど

も

の

数
は

平
均
し
て

二

人
で

あ
っ

た
。

韓
国
は

日
本
の

よ

う
な

家
の

宗
教
で

は

な
い
。

家
族
員
が
そ
れ

ぞ
れ

の

宗
教
を

持
っ

て

い

た

り、

無
宗
教
の

人

も
い

る
。

そ
こ

で

親
の

葬
儀
に

お
け
る

宗
教
は

ど
の

よ

う
に

決
め

た

か

を

質
問

す
る

と
、

「

故
人
の

遺
志
」

か、

そ
れ

が
わ

か
ら
な

い

と

き
は

「

長

男
の

意
見
を
尊
重
す
る
」

と
い

う
回
答
が

ほ

と
ん

ど

で

あ
っ

た
。

ソ

ウ

ル

首
都
圏
の

葬
儀
業
者
に

同

様
な
質
問
を

し、

い

ろ

い

ろ

な
階
層
を

含
め

た

一

般
的
な

傾
向
を

尋
ね
る
と

、

「

親
が
土
葬

墓
な
ど

生

前
に

準
備
し

て

い

る

場
合
は
、

親
の

遺
志
に

従
う
が、

何
も
残
し

て

な

い

場
合、

火
葬
し

て

遺
骨
を

納
骨
堂
に

安
置
す
る

新
し
い

形
式
を
選
ぶ

傾
向
が
あ
る
」

と

語
っ

た
。

ま
た

意
見
の

相
違
が

あ
れ

ば
、

葬
儀
士
が
韓
国
人
の

宗
教
的

多
元
性

と
い

う
特
徴
を
生
か

し、

皆
が

納
得
す
る

方
法
を

提
案
し
て

揉
め

事
を
お

さ
め
て

い

る

と
い

う。

　

皆
の

話
の

中
か

ら

「

長
男
」

は

絶
対
的
な
決
定
権
を

持
っ

て

い

て、

そ

の

こ

と

が

き
ょ

う
だ
い

間
の

葛
藤
を
防
ぐ．
要
因
に

な
っ

て

い

る

こ

と

が
わ

か

っ

た
。

子
ど

も
の

数
が

多
い

と
、

先
に
成
長
し
て

経
済
力
を
つ

け
た
長

男
が、

弟
や
妹
を

援
助
す
る

の

は

中
高
年
世
代
の

韓
国
人
に
は
一

般
的
で

あ
り、

国
民
皆
年
金
に

な

る

の

が
遅
か

っ

た

韓
国
で

は
、

両

親
の

扶
養
も

長
男
が
引
き
受
け

、

死
者
供
養
の

た

め

の

経
費
（
高
額
な
接

待
費
な
ど）

も
長
男
が
支
払
う
た
め

、

他
の

子
ど

も
た

ち
は

平
等
を

主
張
し
て

そ
れ
ら

を

負
担
す
る

よ

り、

長
男
に

任
せ

た

方
が
い

い

と
い

う
判
断
を

す
る

。

「

長
男
は

大

変
だ

、

だ

か
ら
長

男
の

言

う
こ

と

は

絶
対
だ
」

と

語
る

。

つ

ま
り
長
男
に

実
績
が

あ
れ

ば
、

き
ょ

う
だ
い

間
で

の

意
見
の

違
い

が

起
こ

る

こ

と

は

な
い

よ

う
で

あ
る

。

し
か

し
、

父
を
火
葬
に

し
た
あ
る
人
は

、

父

の

姉
だ

け
が

土

葬
を

勧
め

た

が、

そ

れ

に

は

従
わ
な

か
っ

た

と

い

う
。

彼
は
、

「

近
隣
住
民
の

中
に

は

き
ょ

う
だ
い

間
の

葛
藤
が
起
こ

っ

て

い

る
」

と

話
す

。

「

火
葬
か
土

葬
か
、

親
や

き
ょ

う
だ
い

と

事

前
に
話
題
に

し
て

こ

な
か
っ

た
の

で
、

意

見
の

ぶ

つ

か

り
あ
い

は

多
い

で

す
」

。

ま
た

自
分

の

場
合
は

ど

う
し

た
い

か

と

尋
ね
る

と

「

伝
統
的
な
葬
儀
も
情
緒
的
で

良

か

っ

た
」

と

評
価
し
つ

つ

も
、

「

子
ど

も
が
二

人
な
の

で

負
担
を
か

け
ら

れ

な
い
」

「

う
ち
の

先
祖
た

ち
の

墓
は
広
い

か

ら、

国
土
の

狭
い

韓
国
で

は
、

こ

れ

か

ら
は

無
理
で

し

ょ

う
」

と
、

皆
が

火

葬
を

支
持
し

た
。

こ

の

よ

う
に

全

員
が

、

政

府
の

政
策
的
方
向
性
は

妥
当
だ

と

考
え
て

い

る

こ

と

が

わ

か
っ

た
。
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