
 
 

民俗学 

６．とむらう－葬送－ 

菊地暁（folklore.lecture@gmail.com） 

①原論：「社会的事実」としての死 

・グリーフ（grief）／死者と生者、生者と生者の関係の（再）構築／グリーフ・ケアとしての葬送儀礼 

 

②前近代：葬送儀礼の「かわりにくさ」 

＊葬式 

・死の直後の作法（タマヨバイ、フレ、枕飯、湯棺…） 

・通夜と葬儀（参列者の範囲と役割） 

・野辺送りと埋葬（土葬、火葬…） 

＊墓制 

・両墓制（埋め墓と詣り墓）：「固有信仰」の残存 or「仏教土着」の証左 

＊供養 

・過去帳、位牌、遺影、仏壇 

・お盆、お彼岸 

・年忌供養、改葬、洗骨、弔い上げ 

＊タマシイの行方（山上他界 or 地下他界）→非・仏教的他界観 

＊異常死の葬送：未婚者の「ムサカリ絵馬」、妊産婦の「流れ灌頂」 

 

③近代：「無名戦士の墓」（by B･Anderson）をめぐって 

・京都招魂社：戊辰戦争の官軍側戦死者の祭祀→靖国神社（1869 東京招魂社） 

・「英霊」という名称の一般化日清戦争（1万 4 千人）→日露戦争（8万 8 千人） 

・神道指令（1945）による政教分離→講和条約締結（1951）後のあいまいな復活 

 

④現在：自分でデザインしなければならない「葬送」に 

・高度成長期：出郷者たちの葬送（脱・地域共同体化→斎場葬化＝商業化、均質化） 

・バブル崩壊後：家族の変容→葬送主体の多様化→葬送の二極分化（「伝統」派／個性派） 
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馬
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向
い

二
一
、
墓
地
の
種
類

怖
荊
画
風
男
胴

罰
麦
弄
之
鋼
も
侮
筈
〃
草
色
？
柵
．
桐
泉
の
食

数
多
い
諸
圃
の
方
言
集
の
中
で
も
、
葬
脳
に
肌
す
る
用
語
の
探
錬
せ
ら
肌
托
も
の
は
至
っ

て
少
な
い
。
や
は
り
平
生
之
を
口
に
す
る
者
が
無
い
の
で
、
か
固
っ
て
訓
く
よ
う
と
す
る
人

で
な
い
と
、
知
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
か
と
思
ふ
。
郡
誌
の
風
俗
の
部
に
は
、
折
々
葬
列
の
様

子
な
ど
を
詳
し
く
記
し
た
の
も
あ
る
が
、
是
に
も
そ
の
前
後
の
家
々
で
守
っ
て
居
る
慣
例
を
、

注
意
し
た
も
の
が
一
向
に
見
営
ら
ず
、
現
に
所
謂
雨
墓
制
の
如
く
都
市
と
農
村
と
、
新
開
地

と
奮
氷
の
居
住
地
と
の
間
に
存
す
る
、
最
も
願
薪
な
る
制
度
の
差
異
が
、
近
頃
に
な
っ
て
漸

く
我
々
の
仲
間
の
問
題
と
し
て
、
老
へ
ら
れ
始
め
た
も
の
も
多
い
の
で
あ
る
。
中
代
以
前
に

あ
っ
て
あ
れ
ほ
ど
大
切
で
あ
っ
た
喪
屋
の
生
活
、
火
と
食
物
の
上
に
雌
存
し
た
忌
の
拘
束
、

是
と
各
自
の
経
満
的
要
求
と
の
相
開
、
現
在
は
殆
ど
常
識
の
如
く
な
っ
て
居
る
墓
地
織
定
の

個
人
主
義
が
、
行
く
ノ
ー
此
圃
土
を
石
碑
だ
ら
け
に
し
て
し
ま
は
な
い
か
ど
う
か
の
疑
問
等
、

一
つ
と
し
て
今
日
明
か
に
な
っ
て
居
る
歴
史
知
識
と
い
ふ
も
の
は
無
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ

ム
ラ
バ
ヵ
ー
部
落
或
は
共
中
の
数
戸
で
共
有
地
の
墓
地
を
所
有
し
、
各
戸
随
意
に
そ
の
適
宜
の
地
黙
を
掘

っ
て
死
隠
を
埋
め
る
権
利
を
持
つ
と
い
ふ
例
が
全
図
に
極
砂
て
多
い
。
肥
前
西
彼
杵
の
江
島
等
で
は
共
虚
を

村
墓
と
呼
ん
で
居
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
は
別
に
寺
の
近
く
に
寺
墓
と
呼
ば
れ
る
墓
地
が
あ
り
、
そ
れ
は
住
持

の
墓
か
ら
開
拓
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
と
い
ふ
か
ら
〔
葬
雛
〕
、
村
墓
よ
り
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
寺
墓
に
は
其

他
良
い
家
の
墓
が
僅
か
に
あ
る
だ
け
だ
と
い
ふ
。
こ
れ
も
各
地
で
か
な
り
多
く
見
ら
れ
る
村
の
墓
制
の
一
形

塞
地
の
用
途
は
逝
骸
を
埋
め
る
那
と
、
以
後
の
祭
を
す
る
本
と
、
此
一
一
つ
に
大
別
さ
れ
る
ｏ
今
日
多
く
の
難
地

は
是
を
一
つ
の
場
所
で
兼
ね
備
へ
て
居
る
。
然
し
此
第
一
次
墓
地
と
第
一
一
次
墓
地
、
綱
は
智
葬
地
と
祭
地
と
を
全

然
別
地
と
捻
す
例
が
あ
る
。
そ
し
て
之
が
古
い
方
式
で
あ
っ
た
。
沖
細
等
の
洗
骨
の
習
併
は
此
一
一
菰
の
塞
地
の
開

係
を
明
姉
に
示
し
て
災
れ
る
。
か
猶
ろ
鉱
一
一
次
の
葬
式
と
い
ふ
こ
と
が
微
か
な
残
存
と
化
し
た
内
地
に
於
て
も
、

然
し
一
一
稲
の
墓
地
の
関
係
を
究
め
て
ゆ
く
茨
料
は
未
だ
相
欝
に
あ
る
。
何
れ
に
し
る
第
一
次
墓
地
は
短
き
期
間
の

使
用
に
供
せ
ら
れ
て
届
た
も
の
で
あ
っ
て
、
第
一
一
次
の
墓
地
こ
そ
、
本
惜
の
我
々
の
基
で
あ
っ
た
心
．
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●
雪
４
恥
摺
鴨
細
雨
篭

り
も
も
っ
と
根
本
的
な
も
の
は
、
死
後
に
閥
す
る
我
々
常
人
の
考
へ
方
、
今
は
こ
の
世
に
住

ま
ぬ
閲
民
と
、
そ
の
血
を
受
け
継
い
で
居
る
活
き
た
人
々
と
の
迩
鋤
、
永
い
久
し
い
血
食
と

い
ふ
東
洋
思
想
は
、
果
し
て
鍵
化
改
膝
無
し
に
今
も
綾
い
て
居
る
か
、
或
は
既
に
凡
僻
の
間

に
す
ら
も
、
消
え
て
娘
無
く
な
ら
う
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
。
斯
う
い
ふ
痛
切
な
る
全
耽

含
の
問
題
ま
で
が
、
た
っ
た
一
つ
の
我
々
の
方
法
に
よ
っ
て
、
僅
か
に
解
答
を
荊
永
に
期
し

得
る
の
で
あ
る
。
故
に
現
在
の
査
料
は
ま
だ
決
し
て
豊
富
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
寧
ろ
訓
在

者
の
興
味
を
刺
戟
せ
ん
が
儲
に
、
こ
の
程
度
に
於
て
一
睡
の
整
理
を
試
み
る
。
幸
ひ
な
こ
と

に
は
他
の
色
々
の
習
俗
と
ち
が
っ
て
、
葬
儀
は
そ
の
肝
要
な
部
分
が
甚
だ
し
く
保
守
的
で
あ

る
。
喪
家
が
直
接
に
共
訓
務
に
常
ら
す
、
之
を
近
郷
知
友
に
委
托
す
る
偽
に
、
後
考
は
罪
ら

衆
議
と
先
例
に
依
っ
て
、
思
ひ
切
っ
た
改
定
を
加
へ
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
其
結
果

は
村
と
村
と
の
間
に
藩
し
い
仕
来
り
の
述
ひ
が
め
る
と
共
に
、
意
外
な
遠
方
の
土
地
に
も
銃

ふ
く
か
ら
ざ
る
一
致
が
あ
っ
て
、
或
は
こ
の
特
色
に
よ
っ
て
、
土
着
の
新
祷
を
想
察
せ
し
め

る
場
合
さ
へ
あ
る
か
と
忠
は
れ
る
。
西
人
洲
ふ
所
の
フ
オ
ク
ロ
リ
ズ
ム
、
即
ち
進
化
段
階
の

比
較
と
綜
合
と
が
、
簸
も
力
を
施
し
易
い
領
域
で
あ
り
、
こ
の
班
験
の
股
枇
は
必
ず
し
も
一

個
葬
送
習
俗
の
沿
革
を
明
か
に
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
更
に
他
の
幾
つ
か
の
複
雑
な
る
問
題
に

雌
川
す
る
こ
と
も
出
水
ろ
か
と
忠
ふ
。
今
回
の
編
赫
も
前
の
蛎
姻
語
薬
の
や
う
に
、
大
間
知

篤
一
一
一
君
が
主
と
し
て
共
勢
に
任
ぜ
ら
れ
だ
が
、
是
に
川
ゐ
ら
れ
だ
蓋
料
の
大
部
分
は
、
自
分

の
十
年
以
来
の
集
積
で
あ
っ
た
。
曾
て
こ
の
約
五
分
の
一
を
、
宗
教
研
究
と
い
ふ
雑
誌
に
掲

載
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
我
々
の
趣
旨
と
方
法
と
を
、
鉱
正
す
る
薪
が
少
な
い
の
で
継
絞
し

な
か
っ
た
。
日
本
の
宗
教
研
究
な
ど
も
、
斯
う
い
ふ
圃
内
の
事
変
の
認
識
を
、
せ
め
て
は
外

図
禦
若
の
所
説
と
同
一
程
度
に
、
重
ん
す
る
や
う
に
な
っ
た
ら
ょ
か
ら
う
と
瓜
ふ
の
だ
が
、

其
機
迎
を
作
る
だ
け
の
力
が
、
私
た
ち
の
仲
間
に
今
ま
で
は
農
だ
術
は
ら
な
か
っ
た
。
韮
が

永
遠
の
剛
の
畢
問
の
姿
で
は
な
く
て
、
た
ぎ
単
な
る
一
過
渡
期
の
状
態
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ

と
を
、
や
が
て
は
立
読
す
る
日
の
到
氷
せ
ん
こ
と
を
希
ふ
の
他
は
無
い
の
で
あ
る
。

昭
和
十
一
一
年
八
月

柳
田
図
男
識
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