
日
本
の
葬
送
の
歴
史

　
　

源
流
か
ら
日
本
型
仏
教
葬
儀
の
形
成

　
仏
教
発
祥
の
地
イ
ン
ド
で
は
、
人
が
亡

く
な
っ
て
49
日
で
葬
儀
は
終
了
。中
国
で

は
三
回
忌
ま
で
で
す
。

　
日
本
で
は
江
戸
時
代
に
幕
府
が
す
べ
て

の
人
々
を
仏
教
徒
に
し
よ
う
と
し
ま
す
が

現
在
の
葬
送
の
形
態
は
長
い
歴
史
の
中
の

ほ
ん
の
一
部
と
言
え
ま
す
。

民
間
信
仰
と
仏
教

　
か
つ
て
の
日
本
の
荘
園
制
の
も
と
で
搾

取
さ
れ
て
い
た
農
民
は
、
代
々
家
を
守
っ

て
い
く
と
い
う
よ
う
な
家
意
識
や
ご
先
祖

様
を
守
る
と
い
う
考
え
方
は
持
つ
余
裕
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
れ
が
、
応
仁
の
乱
（
１
４
６
７
〜
７

７
）
と
い
う
10
年
も
続
い
た
争
乱
が
終
わ

る
と
、荘
園
制
は
崩
れ
、農
民
た
ち
の
自
治

的
な
村
が
で
き
て
き
ま
し
た
。そ
の
こ
ろ

仏
教
の
僧
侶
は
日
本
中
を
布
教
の
た
め
に

歩
き
始
め
、
そ
れ
ま
で
は
貴
族
や
武
士
な

ど
一
部
の
人
に
限
ら
れ
て
い
た
仏
教
が
、ご

先
祖
様
を
大
切
に
し
た
い
農
民
の
気
持
ち

と
重
な
り
ま
し
た
。先
祖
の
供
養
の
た
め

に
、
僧
侶
に
自
分
の
村
に
と
ど
ま
っ
て
欲

し
い
と
、生
活
必
需
品
を
供
給
し
、僧
侶
の

居
場
所
を
つ
く
り
維
持
費
を
負
担
す
る
よ

う
に
な
り
、
寺
や
檀
家
制
度
の
も
と
が
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
庶
民
が
今
の
よ
う
な
墓
石
を
建
て
た
墓

を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
中

期
以
降
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
は
遺
体
を

放
置
し
た
遺
体
遺
棄
葬
が
一
般
的
で
し

た
。芥
川
龍
之
介
の『
羅
生
門
』は『
今
昔
物

語
集
』
の「
羅
城
門
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で

す
が
、
そ
の
門
に
遺
体
が
捨
ら
れ
て
い
る

様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。京
都
の
嵐
山

の
あ
だ
し
野
は
、
遺
体
の
捨
て
場
で
し
た
。

墓
に
埋
葬
す
る
よ
り
も
、
自
然
に
か
え
す

と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
で
し
た
。

住
民
管
理
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
寺

　
江
戸
幕
府
は
、
政
策
と
し
て
檀
家
制
度

を
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。当
時
、
キ

リ
ス
ト
教
が
流
行
し
始
め「
神
」に
権
威
を

置
く
こ
の
宗
教
を
皆
が
信
じ
た
ら
政
府
が

転
覆
す
る
の
で
は
な
い
か
と
怖
れ
「
宗
旨

人
別
帳
」を
作
り
、
全
員
を
寺
に
所
属
さ
せ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ
が
、
現
在
の

戸
籍
の
よ
う
な
役
割
の
始
ま
り
で
し
た
。

こ
の
制
度
に
よ
り
政
府
は
、
徴
兵
や
税
金

の
取
立
て
が
容
易
に
な
り
ま
し
た
。国
家

が
日
本
の
隅
々
の
民
を
把
握
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。

戸
籍
と
家
制
度

　
次
の
明
治
政
府
は
、
将
軍
を
中
心
と
し

た
幕
藩
政
治
か
ら
、
天
皇
を
中
心
に
し
た

近
代
国
家
を
め
ざ
し
ま
し
た
。そ
の
中
で
、

神
道
国
教
化
政
策
を
と
ろ
う
と
試
み
ま

す
。明
治
政
府
は
宗
旨
人
別
帳
の
機
能
は

残
し
、
江
戸
幕
府
の
息
が
か
か
っ
た
仏
教

は
排
除
し
た
か
っ
た
の
で
す
。そ
こ
で
廃

仏
毀
釈
を
す
す
め
、
宗
教
色
な
し
の
壬
申

戸
籍
が
生
ま
れ
ま
し
た
。は
じ
め
て
庶
民

に
苗
字
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
今
で
も
残
っ
て
い
る
江
戸
時
代
の
墓
石

を
見
る
と
、
上
の
方
に
は
仏
の
教
え
を
表

す「
梵
字
」が
彫
ら
れ
、
中
心
部
分
に
は「
戒

名
」
で
個
人
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、

民
法
で
家
制
度
が
確
立
さ
れ
る
と
「
家
紋
」

「
家
名
」に
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
戦
争
教
育

に
よ
り
国
家
と
家
へ
の「
忠
孝
」が
強
調
さ

れ
る
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。戦
後
、
一
人
ひ

と
り
の
基
本
的
人
権
と
男
女
平
等
を
基
本

と
す
る
社
会
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
葬
送
分
野
に
は
、
結
婚
し
た
な

ら
「
夫
の
姓
に
な
り
、
守
る
べ
き
は
夫
の

家
、
夫
の
墓
た
る
べ
し
」と
い
う
伝
統
的
な

過
去
の「
家
」の
文
化
が
色
濃
く
残
さ
れ
て

き
ま
し
た
。最
近
で
は
、
核
家
族
化
が
進

み
、
単
独
世
帯
や
夫
婦
の
み
の
世
帯
が
増

加
し
、
墓
の
後
継
者
が
い
な
い
と
い
う
事

態
が
起
き
て
い
ま
す
。

　
近
年
、
葬
送
分
野
に
関
し
て
人
々
の
関

心
が
高
ま
っ
て
き
た
の
は
、こ
れ
ま
で
家
の

シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た「
墓
」に
自
分
た
ち
の
人

生
を
合
わ
せ
た
生
き
方
か
ら
、「
家
」
よ
り

個
人
の
生
き
方
を
大
事
に
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。（
筑
紫
）

～アイレック「終活」講座から～
自分らしい弔い（とむらい）のカタチ

　「死ぬ準備が万全」という方はあまりいないでしょう。死に方や時期は誰にも分かりません。でもその時は必ず来 ます。最期をどう迎えるか、死後どうしたいの

か。それを人任せにして良いのでしょうか。清瀬市男女共同参画センター（アイレック）の男性サポーターチーム企 画による“男性の生き方を考える講座”「終

活」（講師：井上治代さん）が８月に行われました。「終活」とは、人生の最期を考えることを通じて“自分”を見つめ、 “今”をよりよく生きる活動のことです。今回

の特集では実施された「終活」講座から、葬送分野の歴史や時代背景を学び、終活の必要性を考えてみました。「元 気なうちに死ぬ準備をすることで生きるのが

楽しくなる」と講師の井上さん。習慣や慣習にとらわれない葬儀や墓の形態が増えているなかで、自分にあった自 分らしい終活を考えてみませんか。   （河原）

参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

　
講
座
の
参
加
者
に
「
終
活
で
興
味
が
あ

る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
左
記
の
ラ
ン
キ
ン
グ

は
、
12
項
目
よ
り
興
味
の
あ
る
こ
と
を
上

位
３
つ
ま
で
選
ん
で
も
ら
っ
た
結
果
で
す
。

　
１
位
は
男
女
と
も
同
じ
「
終
末
期
医
療
」。

２
位
は
女
性
が
「
介
護
」、
男
性
が
「
最
期

を
迎
え
る
場
所
」。

　
こ
れ
ら
の
結
果
や
選
ん
だ
理
由
に
つ
い

て
書
か
れ
た
も
の
を
み
る
と
、
墓
や
遺
産

の
よ
う
な
「
モ
ノ
」
よ
り
、
ど
ん
な
最
期
を

誰
と
、
ど
の
よ
う
に
迎
え
る
か
、
と
い
っ
た

「
ヒ
ト
」
や
「
コ
ト
」
に
、
男
女
と
も
に
興

味
が
あ
る
こ
と
が
伺
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
左
下
の
表
か
ら
は
現
在
「
単
独

世
帯
」
が
、「
夫
婦
と
子
供
か
ら
成
る
世
帯
」

を
抜
き
一
番
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
同

調
査
で
は
、
65
歳
以
上
の
男
性
の
10
人
に

１
人
、
女
性
の
５
人
に
１
人
が
一
人
暮
ら
し

を
し
て
い
る
と
い
う
結
果
も
出
て
い
ま
す
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
想
い
は
エ
ン
デ
ィ

ン
グ
ノ
ー
ト
（
４
頁
）
な
ど
で
、
伝
え
ら
れ

る
よ
う
備
え
て
お
き
た
い
で
す
ね
。
　（
堀
）

※参加者 44 名中 40 名回答（うち男 10 名 女 30 名）

男女別「終活」知りたいことランキング！
男 性 女 性順位

１
２
３
４

4

4

4

5

5

5

5

6

終末期医療
最期を迎える場所

墓

終末期医療

エンディングノート
最期を迎える場所エンディングノート

介護

死生観

介護 荷物

葬儀

墓

死生観

葬儀

自分のルーツや家系図

献体・臓器移植など

遺産相続

遺言

遺言

遺産相続

荷物

自分のルーツや家系図

献体・臓器移植など

１
２
３
３

６

4

6

6

7

7

7

8

発表 

特 集

今日はその
勉強に来ました

子どもに迷惑を

かけないように

なるべく自然に
人生を終わりたい

講 師 の 紹 介
「終活」講座

いのうえ はるよ

井上治代 さん
　東洋大学ライフデザイン学部教授（社会学博士）。尊厳ある死と葬送の実現をめざした
NPO 法人エンディングセンター理事長として、「桜葬」墓地を核としたコミュニティ活動
を展開している。エンディングデザイン研究所主宰。自著は『最期まで自分らしく』毎日
新聞社、『墓をめぐる家族論』平凡社、『新･遺言ノート』KK ベストセラーズ、『墓と家族
の変容』岩波書店、『子の世話にならずに死にたい－変貌する親子関係』講談社、他多数。

井上さんの講座から〈１〉

親族のみの世帯

世帯の家族類型別一般世帯の割合の推移　全国（平成7年～22年）

0

22年 19.8

17年 19.6

12年 18.9

平成7年 17.3

27.9

29.8

31.9

34.2

8.7

8.3

7.6

7.0

10.3

12.1

13.5

15.4

32.4

29.5

27.6

25.6

夫婦のみ
の世帯

夫婦と子供
から成る世帯

核家族世帯

ひとり親と子供
から成る世帯

核家族
以外の世帯

非親族を
含む世帯 単独世帯

2010 30 40 50 60 70 80 90 100 ％
（注）平成 22 年国勢調査では世帯の家族類型における分類の定義を変更している。

平成 7年から 17 年までの数値は、新分類区分による遡及集計結果（平成 22 年国勢調査の分類区分で遡及した結果。）による。
出典：平成 22 年  国勢調査最終報告書
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