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葬
送
に
関
す
る
研
究
は
、
近
年
、
臓
器
移
植
と
脳
死
な
ど
の
問
題
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
「
生
と
死
の
境
界
」
に
関
す
る
研
究
な
ど
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、
ふ
た
た
び

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
都
市
化
な
ど
に
よ
っ
て
激
変
・
滅
失
す
る
民
俗
の
な
か
で
、
と
り
わ

け
消
滅
し
に
く
い
と
い
わ
れ
て
き
た
葬
送
習
俗
に
視
点
を
あ
て
、
モ
デ
ル
と
な
る
地

域
社
会
を
設
定
し
て
、
そ
こ
で
葬
送
習
俗
の
持
続
と
変
化
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
試
み
る
。
そ
こ
で
、
県
下
の
大
和
市
深
見
地
区
に
お
け
る
伝
統
的
な
葬
送
儀

礼
と
最
近
の
新
し
い
葬
送
習
俗
の
民
俗
調
査
を
実
施
し
、
消
滅
し
た
習
俗
、
変
化
し

た
習
俗
、
持
続
し
て
い
る
習
俗
な
ど
を
捉
え
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。

そ
の
結
果
、
葬
送
習
俗
は
、
土
葬
か
ら
火
葬
に
移
行
す
る
時
期
や
、
葬
儀
社
が
大

き
く
関
与
し
て
く
る
時
期
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
さ
ら

に
、
近
年
は
葬
儀
社
の
進
出
に
よ
り
、
葬
式
の
あ
り
方
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
、
し
か

も
画
一
化
し
て
い
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

鈴

木

通

大

プ

ロ

ロ

ー

グ

都
市
化
な
ど
に
よ
る
社
会
の
変
化
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
地
域
社
会
に
お
け

る
年
中
行
事
・
通
過
儀
礼
（
人
の
一
生
）
・
生
業
な
ど
の
民
俗
が
滅
失
し
て
い

る
状
況
は
昭
和
三
○
年
代
中
ご
ろ
か
ら
指
摘
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
で
あ

る
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
民
俗
と
い
う
事
象
は
時
間
・
空
間
の
な
か
で
持

続
・
変
化
・
消
滅
・
生
成
の
行
動
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
え
る
。
近
年
、
臓

器
移
植
と
脳
死
と
い
う
問
題
が
多
く
の
人
々
の
関
心
を
集
め
、
と
り
わ
け
人
の

「
生
と
死
」
を
め
ぐ
る
課
題
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
死
を
迎
え
る
場
所

と
し
て
病
院
が
一
般
的
と
な
り
、
し
か
も
葬
儀
は
自
宅
か
ら
専
用
の
式
場
で
お

こ
な
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

近
年
の
葬
式
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
自
宅
で
営
ま
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

葬
祭
場
と
い
わ
れ
る
場
所
で
い
わ
ゆ
る
葬
儀
業
者
の
手
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
田
慎
也
に
よ
る
と
、

「
現
在
、
葬
祭
業
者
を
利
用
せ
ず
に
葬
式
を
出
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ

ろ
う
。
葬
祭
業
者
は
じ
っ
さ
い
に
葬
儀
を
請
け
負
っ
て
作
業
す
る
だ
け
で
な
く
、

何
を
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
な
ぜ
す
る
の
か
と
い
う
葬
儀
の
方
式
や
意
味
づ
け
な

ど
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
死
を
処
理
す
る
た
め
の
専
門
家
と
し
て
、

葬
祭
業
者
の
担
う
役
割
は
日
々
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
い
、
さ
ら

に
山
田
は
葬
祭
業
者
が
葬
儀
に
全
面
的
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
高
度

経
済
成
長
期
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
葬
式
に
は
霊
枢
車
が
つ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
井

上
章
一
に
よ
る
と
、
霊
枢
車
と
は
葬
儀
・
告
別
式
の
会
場
か
ら
火
葬
場
ま
で
遺
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体
を
お
さ
め
た
霊
枢
を
運
ぶ
自
動
車
の
総
称
の
こ
と
で
、
こ
の
霊
枢
車
の
普
及

は
「
と
む
ら
い
の
あ
り
か
た
、
と
り
わ
け
葬
送
の
手
続
き
を
、
い
ち
じ
る
し
く

変
え
て
し
ま
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

か
つ
て
、
柳
田
は
「
葬
制
沿
革
史
料
」
の
な
か
で
、
「
東
京
な
ど
の
オ
ト
ム

ラ
イ
と
い
う
語
は
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
や
は
り
一
種
の
忌
詞
ら
し
い
。
ト
モ

ラ
ウ
と
い
う
の
は
葬
後
の
供
養
の
こ
と
な
の
だ
が
、
今
は
是
を
行
列
と
も
、
又

葬
式
の
全
部
と
も
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
し
か
も
東
京
の

ト
モ
ラ
イ
に
近
い
名
称
は
隣
接
地
域
に
は
あ
ま
り
な
く
、
遠
く
離
れ
た
鹿
児
島

県
下
甑
島
の
一
隅
に
、
ト
イ
オ
ク
リ
と
い
う
名
が
あ
る
こ
と
を
早
い
時
期
に
指

摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
オ
ト
ム
ラ
イ
と
い
う
こ
と
ば
が
、
本
来
、
忌

み
言
葉
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
や
が
て
葬
式
な
ど
を
意
味
す
る
こ
と
ば
に
な
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
和
市
域
で
も
、
ト
ム
ラ
イ
、
オ
ト
ム
ラ
イ
と
い
っ
て
い

る
が
、
近
年
は
葬
式
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
現
代
生
活
の
な
か
で
い
ま
だ
に
変
化
を
し
な
が
ら
も
持
続
し
て

い
る
葬
式
（
葬
送
儀
礼
）
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
移
り
変
わ
り
、
す
な
わ
ち
持
続

と
変
化
を
把
握
す
る
た
め
に
大
和
市
域
の
事
例
を
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し

て
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

地

域

社

会

に

お

け

る

伝

統

的

な

葬

送

習

俗

調
査
地
の
概
要
調
査
地
で
あ
る
神
奈
川
県
大
和
市
深
見
地
域
は
、
『
新
編

相
模
国
風
土
記
槁
」
に
よ
る
と
戸
数
百
二
十
と
記
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
旧
高

座
郡
深
見
村
と
い
い
、
明
治
初
期
に
大
和
村
深
見
、
大
和
町
深
見
を
経
て
、
一

九
五
九
年
か
ら
大
和
市
深
見
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
深
見
地
区

は
、
一
の
関
（
一
ノ
堰
）
、
島
津
、
坊
之
窪
（
坊
ノ
久
保
）
、
入
村
、
宮
下
、
大

塚
戸
の
六
集
落
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
大
塚
戸
は
、
一
九
四
二
年
（
昭
和
一

七
）
に
厚
木
飛
行
場
が
建
設
さ
れ
た
た
め
に
、
蓼
川
村
（
現
綾
瀬
市
）
か
ら
移

転
し
て
き
た
家
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
深
見
地
域
か
ら
深
見
神
社
の
下

に
あ
り
、
境
川
流
域
に
面
し
た
宮
下
と
い
う
ム
ラ
を
選
定
し
た
（
図
参
照
）
・

古
く
は
二
七
戸
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
新
住
民
の
住
宅
も
約
四
○
○
戸
に
増
え
、

屋
敷
構
え
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
原
風
景
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

氏
神
は
明
治
初
年
に
鹿
島
社
と
い
わ
れ
て
い
た
深
見
神
社
は
、
相
模
国
十
三

座
の
一
社
で
、
寺
院
は
仏
導
寺
（
浄
土
宗
）
で
、
大
半
の
家
が
檀
家
で
あ
る
。

青
木
姓
が
一
○
、
富
沢
姓
四
、
山
口
姓
七
、
板
庇
姓
二
、
小
林
姓
二
、
高
橋
姓

二
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
深
見
に
も
、
ジ
ル
イ
（
地
類
）
、
ジ
ワ
ケ
（
地
分

け
）
、
ジ
ミ
ョ
ウ
（
地
苗
）
、
ジ
シ
ン
ル
イ
（
地
親
類
）
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ

り
、
土
地
を
分
け
た
関
係
で
あ
る
と
か
、
本
・
分
家
の
関
係
で
あ
る
と
か
い
わ

れ
て
い
る
が
、
葬
式
や
結
婚
式
の
際
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
深
見

の
宮
下
だ
け
が
、
ニ
ワ
バ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

葬
式
の
際
、
互
助
協
力
を
主
と
し
た
コ
ウ
ジ
ュ
ウ
（
講
中
）
と
い
わ
れ
る
組

織
が
各
集
落
に
あ
る
。
宮
下
で
は
、
上
講
中
一
三
軒
（
富
沢
、
高
橋
、
山
口
）

と
、
下
講
中
一
四
軒
（
青
木
、
板
庇
、
小
林
）
の
二
講
中
か
ら
な
っ
て
い
る
。

最
近
は
戸
数
が
増
え
た
の
で
、
中
講
中
が
で
き
て
三
講
中
に
分
か
れ
て
い
る
。

大
和
市
域
で
は
、
ジ
ワ
ヶ
が
葬
式
を
一
切
仕
切
る
。
講
中
内
か
ら
死
者
が
出

る
と
、
各
家
か
ら
男
女
一
名
ず
つ
の
二
名
が
手
伝
い
に
出
る
。
か
れ
ら
に
は
、

－84－
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大

和

市

深

見

地

域

の

葬

送

習

俗

伝
統
的
な
地
域
社
会
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
で
も
っ
と
も
大
き
か
っ
た
変
化

は
、
土
葬
か
ら
火
葬
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
大
和
市
深

見
（
宮
下
）
に
お
い
て
も
火
葬
が
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
な
お
、
調
査

の
対
象
と
な
っ
た
葬
送
習
俗
は
土
葬
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
昭
和
四
○
年
代
以
前
の

こ
と
で
あ
る
。
調
査
項
目
お
よ
び
そ
の
報
告
の
形
式
は
井
之
口
章
次
の
「
葬
送

習
俗
調
査
要
項
」
に
よ
っ
た
。

（
１
）
死
か
ら
入
棺
ま
で

死
の
予
兆
烏
鳴
き
は
縁
起
が
悪
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
よ
く
烏
が

鳴
い
た
と
き
に
ホ
ト
ケ
（
死
者
）
が
出
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
近
年
は
、
こ

の
こ
と
を
あ
ま
り
い
わ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

死
の
忌
ホ
ト
ケ
が
出
る
と
、
神
様
に
忌
み
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
、
ジ
ル
イ

が
す
ぐ
に
神
棚
を
白
紙
で
ふ
さ
ぐ
。
隣
り
の
下
和
田
で
は
、
こ
の
紙
は
長
老
に

剥
が
し
て
も
ら
う
の
が
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
・
死
の
忌
み
を
シ
ボ
ク
と
い
い
、

厳
重
に
守
っ
た
。
シ
ボ
ク
の
期
間
は
四
十
九
日
で
あ
る
が
、
固
い
家
で
は
、
一

年
間
、
神
社
へ
参
詣
し
な
い
し
、
祭
り
に
も
参
加
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
祭
り

の
際
に
親
戚
の
客
な
ど
も
招
待
し
な
か
っ
た
。
ふ
つ
う
は
百
箇
日
過
ぎ
れ
ば
、

忌
み
が
か
か
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
四
十
九
日
の
餅
を
搗
い
た
後
は
、

料
理
の
手
伝
い
、
天
蓋
・
旗
・
草
畦
な
ど
の
葬
具
作
り
、
野
辺
送
り
、
棺
担
ぎ
、

穴
掘
り
な
ど
の
仕
事
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
当
該
地
域
の
葬
送
習
俗
に
つ

い
て
報
告
す
る
。

い
つ
で
も
餅
を
搗
い
て
も
よ
か
っ
た
。

サ
タ
ア
ル
キ
（
知
ら
せ
）
ホ
ト
ケ
が
出
る
と
、
ジ
ワ
ケ
が
そ
ろ
っ
て
オ
ク
ヤ

ミ
に
出
か
け
る
。
そ
し
て
最
初
に
寺
へ
知
ら
せ
て
か
ら
、
親
戚
な
ど
へ
二
人
一

組
に
な
っ
て
サ
タ
ァ
ル
キ
を
し
て
知
ら
せ
た
。
サ
ダ
が
来
た
家
で
は
酒
な
ど
を

出
し
て
も
て
な
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
酒
の
肴
と
し
て
豆
腐
を
出
す
家
も
あ
っ

た
。
遠
い
家
に
は
自
転
車
に
乗
っ
て
出
か
け
た
が
、
近
年
は
電
話
で
知
ら
せ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
葬
式
で
の
ハ
タ
ラ
キ
（
手
伝
い
）
は
、
イ
イ
ッ
ギ
（
家
継
ぎ
）

で
知
ら
せ
ら
れ
、
各
家
か
ら
男
女
二
人
が
出
た
。

死
者
（
ホ
ト
ケ
）
の
扱
い
死
に
水
（
末
期
の
水
）
は
子
が
と
る
。
ホ
ト
ケ
の

顔
に
は
晒
し
布
を
か
け
、
一
番
よ
い
部
屋
で
あ
る
オ
ク
の
間
に
蒲
団
を
敷
い
て
、

北
枕
に
し
て
寝
か
せ
る
。
魔
除
け
の
刃
物
と
称
し
て
、
包
丁
か
、
鋏
な
ど
を
枕

元
か
、
あ
る
い
は
身
体
の
上
に
置
く
。
猫
を
枕
元
に
近
づ
け
な
い
た
め
だ
と
も

い
わ
れ
る
。

枕
飯
・
枕
団
子
早
急
に
枕
飯
と
枕
団
子
を
こ
し
ら
え
て
ホ
ト
ケ
の
枕
元
に
供

え
る
。
ホ
ト
ヶ
が
使
用
し
て
い
た
お
茶
碗
で
一
杯
分
だ
け
量
っ
て
炊
い
た
。
炊

い
た
ご
飯
で
茶
碗
を
山
盛
り
に
し
て
、
そ
の
中
央
に
ホ
ト
ケ
が
使
っ
て
い
た
箸

一
膳
を
立
て
る
。
箸
の
か
わ
り
に
シ
カ
バ
ナ
を
立
て
る
地
域
も
あ
る
。
枕
団
子

は
、
蓋
付
き
お
椀
の
オ
ヵ
サ
（
蓋
）
で
、
一
杯
の
玄
米
を
石
臼
で
挽
い
て
一
二

個
作
っ
た
も
の
を
茄
で
る
。
こ
の
枕
団
子
は
、
野
辺
送
り
の
と
き
、
お
膳
に
載

せ
て
墓
へ
持
っ
て
い
き
、
穴
の
中
に
埋
め
る
と
い
う
。

ま
た
、
枕
飯
や
枕
団
子
は
ニ
ワ
に
三
本
の
木
を
組
み
、
鍋
を
吊
し
て
炊
く
か
、

ニ
ワ
の
天
井
か
ら
縄
を
吊
し
、
鍋
を
ぶ
ら
下
げ
て
、
下
か
ら
火
を
燃
や
し
て
炊
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く
。
こ
の
と
き
に
使
っ
た
縄
、
灰
、
杓
子
は
寺
に
納
め
た
。

湯
灌
１
カ
ン
（
湯
潅
）
は
ユ
ァ
ミ
と
も
い
わ
れ
、
昔
は
奥
の
間
の
畳
を
あ
げ
、

裏
返
し
に
し
た
筵
の
上
に
盟
を
置
き
、
そ
の
中
に
ホ
ト
ケ
を
入
れ
て
湯
潅
を
お

こ
な
っ
た
と
い
う
。
湯
潅
の
前
に
女
性
が
み
ん
な
で
人
針
ず
つ
で
も
キ
ョ
カ
タ

ビ
ラ
（
経
帷
子
）
を
縫
う
が
、
縫
う
人
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
よ
い
と
い
わ

れ
た
。
布
は
刃
物
を
使
わ
ず
手
で
裂
き
、
麻
糸
で
結
び
玉
を
作
ら
ず
に
縫
っ
た
。

湯
潅
の
水
は
、
水
の
な
か
に
お
湯
を
い
れ
た
逆
さ
水
を
使
う
。
こ
の
水
は
、

人
目
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
に
捨
て
た
。
湯
灌
は
ジ
ワ
ケ
が
中
心
に
な
っ
て
、
最

初
に
酒
を
飲
み
廻
し
、
一
本
箸
で
豆
腐
を
食
べ
て
か
ら
は
じ
め
、
最
後
に
塩
で

手
を
浄
め
た
。

納
棺
湯
灌
が
終
わ
っ
た
後
、
ホ
ト
ヶ
に
死
装
束
と
し
て
経
帷
子
を
着
せ
て
頭

に
三
角
布
を
つ
け
、
手
甲
脚
絆
、
草
履
を
履
か
せ
る
。
首
に
六
文
銭
を
入
れ
た

頭
陀
袋
を
か
け
た
。
桑
の
杖
を
持
た
せ
る
と
あ
の
世
で
も
長
生
き
す
る
と
い
う
。

棺
桶
は
寝
棺
で
あ
る
が
、
古
く
は
座
棺
で
あ
っ
た
。
棺
桶
の
材
料
は
、
杉
で
も

よ
い
が
松
が
一
番
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
ご
ろ
は
、
板
さ
え
あ
れ
ば
作

っ
た
と
い
う
。
そ
の
他
に
天
蓋
・
小
天
蓋
は
竹
で
作
り
、
銅
鎌
を
叩
く
藁
棒
、

左
縄
の
ツ
ッ
カ
ケ
草
履
（
藁
草
履
）
、
旗
四
本
、
位
牌
（
白
木
）
な
ど
を
講
中

の
仲
間
が
作
る
。

穴
掘
り
穴
掘
り
は
タ
イ
ャ
ク
と
い
わ
れ
、
講
中
か
ら
廻
り
番
で
二
人
ず
つ
出

る
。
ス
コ
ッ
プ
、
ト
ン
グ
ワ
、
箕
な
ど
は
ホ
ト
ケ
を
出
し
た
家
で
用
意
す
る
。

穴
掘
り
が
終
わ
る
と
新
湯
に
入
り
、
本
膳
の
正
座
に
坐
り
、
引
物
は
二
人
分
を

も
ら
う
。
家
に
不
幸
な
ど
が
あ
る
と
、
当
番
か
ら
は
ず
れ
る
。

通
夜
戦
前
は
身
内
と
ク
ミ
ァ
イ
だ
け
が
残
り
、
線
香
を
絶
や
さ
な
い
も
の
だ

と
い
わ
れ
た
。
ま
た
、
夜
を
徹
し
て
営
ま
れ
た
と
い
う
。
近
年
は
、
告
別
式
に

出
る
よ
り
、
通
夜
に
訪
れ
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。

葬
式
葬
式
を
ト
モ
ラ
イ
と
い
う
。
ト
モ
ラ
ィ
は
死
亡
し
て
か
ら
三
日
目
く
ら

い
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
葬
式
は
友
引
の
日
を
さ
け
る
と
い
い
、
ま
た
寅
の
日
が

嫌
わ
れ
る
の
は
、
寅
が
行
っ
て
帰
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。

（
２
）
出
棺
・
野
辺
送
り

食
い
別
れ
出
棺
前
に
棺
の
蓋
を
石
で
打
ち
つ
け
る
が
、
そ
の
と
き
最
後
の
食

い
別
れ
と
称
し
て
一
膳
の
汁
か
け
飯
を
一
本
箸
で
身
内
の
者
が
食
べ
合
う
。

一
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、
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出
棺
草
履
を
履
い
た
ま
ま
、
ジ
ワ
ヶ
の
四
人
が
コ
シ
（
棺
）
を
担
い
で
縁
側

か
ら
ニ
ワ
に
出
る
が
、
こ
の
と
き
、
二
人
で
持
っ
た
カ
リ
モ
ン
（
仮
門
）
を
く

ぐ
る
。
親
類
の
者
が
コ
シ
を
支
え
る
。
コ
シ
に
は
、
ホ
ト
ケ
の
着
物
を
掛
け
た

が
、
最
後
に
そ
の
着
物
は
カ
ケ
ム
ク
料
と
い
っ
て
寺
に
納
め
た
。
ま
た
、
コ
シ

の
上
に
は
小
天
蓋
を
か
ぶ
せ
た
。
土
葬
の
と
き
は
、
ニ
ワ
の
真
ん
中
に
タ
チ
ウ

ス
を
北
向
き
に
寝
か
せ
て
お
き
、
そ
の
廻
り
を
ハ
タ
が
先
頭
に
な
っ
て
、
コ
シ

を
担
い
だ
葬
列
が
左
回
り
で
三
回
廻
る
。
葬
列
を
ト
モ
と
い
い
、
子
、
兄
弟
姉

妹
、
仲
人
、
講
中
の
仲
間
な
ど
が
立
つ
。
昭
和
三
○
年
代
末
ま
で
、
女
性
の
喪

服
は
白
色
で
あ
っ
た
。

出
棺
が
終
わ
る
と
、
手
伝
い
の
女
性
た
ち
が
座
敷
に
シ
オ
バ
ナ
を
振
っ
て
掃

除
を
し
た
が
、
実
際
は
掃
く
真
似
を
す
る
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。

葬
列
葬
列
は
、
①
龍
頭
を
先
頭
に
、
②
カ
ネ
（
鉦
）
、
③
太
鼓
、
④
ハ
タ

（
旗
）
、
⑤
棺
、
⑥
位
牌
、
⑦
写
真
、
⑧
膳
、
⑨
家
族
、
⑩
親
類
、
⑪
一
般
、
の

順
序
で
あ
る
。
龍
頭
は
ク
ミ
ァ
イ
の
人
が
紙
で
作
っ
た
が
、
寺
か
ら
木
製
の
龍

頭
を
借
り
る
地
域
も
あ
っ
た
。
ハ
タ
は
宗
派
に
よ
っ
て
異
な
る
が
三
～
五
本
で
、

寺
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
。
位
牌
は
イ
セ
キ
と
い
わ
れ
る
相
続
人
が
持
つ
。
写
真

は
子
、
膳
は
妻
が
持
っ
た
。

オ
シ
ノ
ギ
と
い
っ
て
出
棺
が
昼
頃
に
な
る
の
で
、
一
時
し
の
ぎ
の
腹
こ
し
ら

え
の
た
め
に
オ
ノ
ギ
リ
飯
や
煮
〆
に
酒
を
添
え
て
、
送
り
に
き
た
人
や
手
伝
い

の
人
に
食
べ
て
も
ら
う
。
場
所
は
納
屋
な
ど
に
ム
シ
ロ
を
敷
い
て
坐
っ
て
も
ら

》
ハ
ノ
Ｏ

埋
葬
昔
は
ツ
ジ
ロ
ウ
（
ロ
ウ
ソ
ク
）
は
六
道
の
辻
の
し
る
し
で
、
墓
ま
で
の

道
の
角
か
ど
に
一
本
ず
つ
立
て
た
が
、
現
在
で
は
三
本
ま
と
め
た
も
の
を
二
本

墓
地
の
入
口
に
立
て
る
。
墓
地
で
麦
藁
の
松
明
を
燃
や
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
コ

シ
が
通
る
が
、
こ
れ
を
迎
え
火
と
か
魔
除
け
と
か
い
っ
て
い
る
。
僧
侶
の
読
経

が
終
わ
る
と
旗
、
天
蓋
、
仮
門
な
ど
を
墓
穴
の
中
に
入
れ
、
近
親
者
が
ヒ
ト
コ

モ
リ
ず
つ
土
を
か
け
た
後
、
穴
掘
り
が
埋
め
る
。
埋
葬
し
た
後
に
念
仏
を
あ
げ

た
。
帰
り
は
墓
地
の
入
口
に
草
履
を
脱
い
で
、
往
き
と
は
ち
が
う
道
を
通
っ
て

帰
る
。
一
年
に
二
度
葬
式
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
藁
人
形
を
作
り
箱
の
な
か
に

入
れ
、
別
の
場
所
に
埋
め
た
と
い
う
。

七
日
の
経
埋
葬
し
て
墓
か
ら
帰
る
と
、
ナ
ノ
ヵ
（
七
日
）
の
お
経
を
あ
げ
る
。

本
膳
の
上
座
に
は
、
穴
掘
り
当
番
が
つ
く
。
寺
参
り
に
は
、
遠
い
親
戚
の
者
が

加
わ
る
。
ナ
ノ
ヵ
の
お
膳
は
、
寺
参
り
か
ら
戻
る
と
始
ま
る
。
穴
掘
り
も
席
に

つ
く
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
ハ
チ
ハ
ラ
イ
と
い
っ
て
手
伝
い
の
女
衆
の
膳
が
出

る
が
、
男
衆
が
給
仕
を
お
こ
な
う
。
最
後
に
、
講
中
の
念
仏
が
あ
り
、
お
膳
が

出
る
。

キ
ョ
メ
ミ
オ
ク
リ
（
野
辺
送
り
）
か
ら
帰
る
と
臼
の
上
の
置
い
て
あ
る
塩
を

と
り
、
盟
の
水
で
手
足
を
洗
っ
て
浄
め
る
。

ネ
ン
ブ
ッ
マ
ワ
シ
（
念
仏
廻
し
）
ミ
オ
ク
リ
と
か
、
オ
ネ
ン
ブ
ッ
と
い
っ
て
、

キ
ョ
メ
の
本
膳
が
終
わ
っ
た
後
、
濃
い
親
類
が
残
っ
た
も
と
に
講
中
が
集
ま
り
、

十
三
仏
の
オ
ヒ
ョ
ウ
ゴ
（
掛
け
軸
）
を
か
け
て
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
数
珠
を
回

す
。

香
典
ハ
タ
ラ
キ
に
男
女
二
人
が
く
る
よ
う
な
関
係
を
、
昔
か
ら
「
二
百
二
升

の
義
理
」
と
い
っ
た
。
二
百
と
は
二
百
文
（
の
ち
に
二
○
～
三
○
銭
）
で
、
相
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互
扶
助
の
関
係
で
あ
る
の
で
誰
で
も
つ
き
合
え
る
よ
う
に
香
典
の
金
額
が
少
な

く
済
む
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
米
は
二
升
袋
に
入
れ
、
お
金
は
オ
ヒ
ネ
リ
に
し

て
袋
に
結
び
つ
け
た
り
、
米
袋
の
上
に
の
せ
て
葬
式
の
当
日
、
持
参
し
た
。
昭

和
初
年
の
生
活
改
善
運
動
で
香
典
や
引
物
を
や
め
た
地
域
も
あ
る
。
宮
下
講
中

で
は
、
ヒ
ャ
ク
ジ
コ
ウ
コ
ウ
と
い
っ
て
、
講
中
の
な
か
で
義
理
の
な
い
家
は
金

を
少
し
ず
つ
出
し
合
っ
て
持
っ
て
い
く
慣
習
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
嫁
の
実
家
、

子
、
濃
い
親
戚
な
ど
か
ら
は
ハ
ン
ダ
イ
（
飯
台
）
二
つ
（
一
駄
あ
る
い
は
一
荷

と
も
い
う
）
の
赤
飯
が
届
け
ら
れ
る
。
ま
た
は
赤
飯
代
と
し
て
現
金
が
届
け
ら

れ
る
。
不
祝
儀
の
場
合
、
ム
シ
モ
ノ
と
い
い
、
こ
れ
を
荒
縄
で
縛
っ
た
。
な
お
、

祝
儀
の
場
合
は
麻
縄
を
用
い
た
。

ふ
つ
う
、
赤
飯
を
持
っ
て
く
る
家
は
一
軒
に
し
、
あ
と
で
生
米
か
、
赤
飯
料

と
称
し
て
現
金
で
持
っ
て
く
る
が
、
そ
の
際
、
半
紙
に
「
赤
飯
一
駄
何
某
」

と
書
い
て
座
敷
に
張
り
出
し
た
と
い
う
。
宮
下
講
中
で
は
ハ
ン
ダ
イ
は
、
膳
腕

や
柳
樽
と
と
も
に
講
中
で
所
有
し
て
い
た
が
、
特
定
の
家
で
所
有
し
て
い
る
講

中
も
あ
っ
た
。

（
３
）
供
養

香
典
返
し
香
典
返
し
を
引
物
と
い
う
。
不
祝
儀
の
引
物
は
、
か
つ
て
は
餅
饅

頭
で
あ
っ
た
が
、
大
正
時
代
こ
ろ
か
ら
羊
葵
や
蒸
し
饅
頭
に
な
り
、
近
年
は
酒
、

茶
、
そ
の
他
の
品
物
に
な
っ
て
い
る
。
餅
饅
頭
の
頃
は
、
家
で
餅
を
搗
き
、
職

人
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
羊
葵
や
蒸
し
饅
頭
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
厚
木

や
町
田
の
菓
子
屋
に
頼
み
、
そ
の
折
り
詰
め
を
荷
車
で
取
り
に
行
っ
た
。
引
物

を
も
ら
っ
た
家
で
は
、
白
木
の
位
牌
に
コ
ョ
リ
を
と
じ
つ
け
て
仏
壇
に
入
れ
て

供
養
し
た
。

死
者
の
着
物
よ
い
着
物
は
コ
シ
に
か
け
て
墓
ま
で
持
っ
て
い
き
、
そ
の
後
、

寺
へ
納
め
た
。
ま
た
、
ホ
ト
ケ
の
着
物
を
軒
下
な
ど
で
北
向
き
に
干
し
、
七
日

間
柄
杓
で
朝
晩
に
水
を
か
け
た
が
、
こ
れ
を
ミ
ズ
ヵ
ヶ
と
い
う
。
家
に
よ
っ
て

は
、
三
十
五
日
か
ら
四
十
九
日
の
間
、
お
こ
な
っ
た
と
い
う
。

墓
地
ウ
チ
バ
カ
（
内
墓
）
が
ほ
と
ん
ど
あ
る
。
内
墓
は
、
屋
敷
内
や
畑
、
ま

た
は
山
寄
り
に
作
り
、
墓
に
い
る
先
祖
が
子
孫
を
い
つ
も
見
守
っ
て
く
れ
て
い

る
と
い
う
。
墓
地
に
は
木
を
植
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
シ
ブ
木

大和市深見の寺蟇（仏導寺）
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（
香
の
木
）
は
植
え
る
も
の
だ
と
い
う
。
墓
地
の
場
所
に
は
、
山
の
縁
、
水
の

あ
る
と
こ
ろ
、
風
の
少
な
い
と
こ
ろ
で
、
主
に
畑
や
山
林
の
な
か
が
選
ば
れ
る
。

墓
に
は
、
内
墓
の
ほ
か
に
テ
ラ
バ
カ
（
寺
墓
）
、
共
同
墓
地
が
あ
る
が
、
そ
の

多
く
が
内
墓
で
あ
る
。

新
盆
子
や
、
オ
モ
ト
と
い
わ
れ
る
実
家
、
施
主
の
兄
弟
な
ど
は
、
新
盆
に
カ

ヶ
ブ
ク
ロ
を
持
っ
て
く
る
。
カ
ケ
ブ
ク
ロ
は
晒
し
の
四
角
い
袋
で
、
な
か
に
小

麦
二
升
（
米
一
升
）
を
入
れ
、
草
履
と
扇
子
を
つ
け
る
。
近
年
は
現
金
に
な
っ

て
い
る
。
盆
の
期
間
、
三
年
間
は
縁
先
に
岐
阜
提
灯
を
さ
げ
て
お
く
が
、
こ
の

提
灯
は
三
年
間
が
過
ぎ
る
と
川
に
流
し
た
と
い
う
。

ま
た
、
毎
年
、
お
盆
の
十
五
日
か
十
六
日
の
朝
、
先
祖
の
オ
ボ
ン
サ
マ
が
買

い
物
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
っ
て
、
弁
当
と
し
て
茶
飯
の
握
り
飯
を
仏
壇
に
供

杉塔婆（津久井郡津久井町鳥屋）

』

え

ブ

。

Ｏ

年
忌
一
、
三
、
七
、
十
三
、
十
七
、
二
十
三
、
三
十
三
が
年
忌
で
、
最
後
の

年
忌
は
ト
ド
メ
と
か
オ
サ
メ
と
い
わ
れ
、
三
三
年
で
あ
る
。
年
忌
ご
と
に
塔
婆

を
あ
げ
て
供
養
し
た
が
、
ト
ド
メ
に
は
杉
の
枝
付
き
塔
婆
を
た
て
た
。

以
上
、
大
和
市
深
見
（
宮
下
）
の
伝
統
的
な
葬
送
習
俗
の
調
査
報
告
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
習
俗
は
、
現
在
の
葬
送
習
俗
の
中
に
断
片
的
に
残
っ
て
い
る
。

隣
接
市
域
の
事
例
こ
こ
に
紹
介
す
る
事
例
は
、
大
和
市
域
で
ま
だ
確
認
で
き

な
か
っ
た
習
俗
で
あ
る
。
も
し
か
し
て
、
す
で
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、

あ
る
い
は
は
じ
め
か
ら
存
在
し
な
い
習
俗
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
か
ら
も
注
意

し

て

み

た

い

。

藤
沢
市
域
で
も
、
葬
式
の
こ
と
を
一
般
的
に
オ
ト
ム
ラ
イ
、
ジ
ャ
ン
ボ
、
ジ

ャ
ン
ボ
ン
な
ど
と
い
う
。
ま
た
、
忌
み
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
シ
ニ
ボ
ク
、
ヒ

ガ
ヵ
ヵ
ル
、
ヒ
ノ
カ
ヵ
リ
な
ど
と
い
い
、
他
人
が
死
者
の
家
の
火
で
煮
炊
き
し

た
も
の
を
食
べ
た
り
、
煙
草
を
吸
っ
た
り
す
る
と
、
汚
れ
を
か
ぶ
る
と
考
え
ら

れ

て

い

る

。

ホ
ト
ヶ
が
出
る
と
す
ぐ
茶
碗
一
杯
の
米
を
石
臼
で
粉
に
す
る
。
こ
の
と
き
、

藤
沢
市
域
で
は
二
人
は
向
か
い
合
い
左
回
し
に
挽
き
、
六
個
の
団
子
を
つ
く
る
。

一
合
の
米
を
小
さ
い
鍋
に
入
れ
、
外
か
ま
ど
と
称
し
て
土
間
ま
た
は
屋
外
に
三

本
の
木
を
交
叉
し
た
サ
ギ
ッ
チ
ョ
を
立
て
て
そ
こ
へ
吊
し
て
炊
く
。

さ
ら
に
、
同
市
片
瀬
で
は
自
分
と
同
年
の
人
の
死
を
耳
に
し
た
と
き
は
塩
ナ
メ

ル
と
い
っ
て
清
め
の
塩
を
な
め
、
災
い
が
自
分
の
身
に
及
ば
ぬ
よ
う
に
願
っ
た
。

ま
た
、
西
俣
野
で
は
塩
を
紙
に
く
る
ん
だ
も
の
を
二
つ
つ
く
り
、
耳
に
あ
て
、
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そ
の
あ
と
川
に
捨
て
た
と
い
う
。
葬
式
の
し
ら
せ
と
米
つ
き
当
番
が
主
な
し
ご

と
で
あ
っ
た
。
天
蓋
は
太
陽
か
ら
死
者
の
汚
れ
を
遮
断
す
る
。
こ
の
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
耳
塞
ぎ
と
か
、
ミ
ミ
ダ
ン
ゴ
と
い
わ
れ
る
同
齢
感
覚
の
習
俗
が
大
和

市
域
で
は
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

海
老
名
市
大
谷
で
は
お
盆
の
と
き
人
が
死
ぬ
と
頭
に
摺
り
鉢
を
被
せ
埋
め

た
。
こ
の
習
俗
は
藤
沢
市
遠
藤
な
ど
で
も
み
ら
れ
た
が
大
和
市
域
で
は
確
認
で

き
な
か
っ
た
。
ト
リ
オ
サ
メ
は
杉
の
丸
木
を
削
り
、
寺
で
戒
名
を
書
い
て
も
ら

う
。
真
言
宗
の
場
合
、
杉
の
木
に
枝
の
つ
い
た
も
の
を
墓
に
立
て
る
。

さ
ら
に
、
海
老
名
市
域
で
は
百
か
日
の
供
養
と
し
て
こ
の
日
あ
る
い
は
百
一
日

目
に
伊
勢
原
市
大
山
の
茶
湯
寺
へ
参
っ
た
。
参
る
途
中
で
亡
く
な
っ
た
人
と
似

た
人
に
会
う
と
い
う
。
こ
の
習
俗
は
、
平
塚
市
、
大
磯
町
、
伊
勢
原
市
な
ど
、

大
山
が
眺
望
で
き
る
地
域
で
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
以
前
は
、
跡
取
り
が
編
み
笠

を
被
る
と
い
う
習
俗
も
あ
っ
た
。

葬

儀

社

が

関

与

し

た

葬

送

に

つ

い

て

以
前
は
龍
頭
・
天
蓋
な
ど
の
葬
具
を
ク
ミ
の
人
た
ち
が
作
っ
て
い
た
が
、
昭

和
三
○
年
代
の
中
ご
ろ
か
ら
、
葬
儀
屋
（
葬
儀
社
）
か
ら
借
り
る
程
度
で
あ
っ

た
。
平
成
の
こ
ろ
に
な
る
と
し
だ
い
に
葬
儀
社
に
よ
っ
て
葬
式
自
体
が
仕
切
ら

れ
る
様
相
を
帯
び
て
き
た
。
こ
う
な
る
と
、
葬
儀
社
の
進
出
は
葬
式
そ
の
も
の

が
商
品
化
さ
れ
る
と
同
時
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
を
帯
び
、
画
一
化
し
て
き
た
と
い

え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
地
域
差
が
な
く
な
り
、
金
額
差
（
経
済
差
）
と
い
う
差

異
が
生
じ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
紹
介
す
る
葬
式
は
あ
る
葬
儀
社
で
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。

遺
体
の
迎
え
（
安
置
）
最
近
は
病
院
で
亡
く
な
る
人
が
多
い
の
で
、
病
院
か

ら
ホ
ト
ケ
を
自
宅
に
運
ん
で
北
枕
に
し
て
安
置
す
る
。
魔
除
け
や
猫
よ
け
な
ど

と
称
し
て
刃
物
を
布
団
の
上
に
置
い
て
お
く
。
こ
の
と
き
、
家
族
と
と
も
に
駆

け
つ
け
た
親
戚
や
友
人
な
ど
と
、
死
に
水
と
い
っ
て
割
り
箸
の
先
に
脱
脂
綿
を

巻
き
つ
け
た
も
の
で
水
を
あ
た
え
る
。
葬
式
の
場
所
は
、
葬
祭
場
、
自
治
会
館
、

集
会
室
な
ど
、
家
（
自
宅
）
以
外
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
大

和
市
域
の
旧
家
で
は
、
自
宅
以
外
で
葬
式
を
お
こ
な
う
と
ジ
ワ
ヶ
や
親
戚
の
者

一室一…、
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に
陰
で
批
判
さ
れ
る
と
い
う
。

最
近
は
、
湯
灌
は
病
院
で
済
ま
せ
て
来
る
こ
と
が
多
い
が
、
家
で
お
こ
な
う

と
き
は
ア
ル
コ
ー
ル
な
ど
で
身
体
を
拭
く
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
死
に
化
粧
と

い
っ
て
、
髪
の
毛
を
整
え
た
り
、
ホ
ト
ケ
の
両
手
、
両
足
の
爪
を
切
っ
た
り
、

髭
を
剃
っ
た
り
す
る
。
女
性
の
場
合
は
、
薄
化
粧
を
す
る
。

枕
飾
り
枕
元
に
は
、
枕
飯
、
線
香
一
本
、
蝋
燭
な
ど
を
供
え
る
。
家
に
よ
っ

て
は
枕
団
子
を
作
る
家
も
あ
る
。
線
香
と
蝋
燭
の
火
は
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
す

る
。

葬
儀
社
と
の
打
ち
合
わ
せ
葬
儀
の
進
行
、
手
続
き
の
代
行
、
寺
の
手
配
な
ど

に
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
が
、
ジ
ワ
ヶ
が
先
頭
に
立
っ
て
指
揮
す
る
場
合
が
多
い
。

納
棺
僧
侶
の
読
経
が
終
わ
る
と
ホ
ト
ケ
を
寝
棺
の
な
か
に
納
め
る
。
そ
の
際

に
、
ホ
ト
ヶ
に
死
に
装
束
と
し
て
経
帷
子
、
数
珠
、
手
甲
、
脚
絆
、
三
角
頭
巾
、

頭
陀
袋
、
六
文
銭
、
足
袋
、
草
履
な
ど
を
身
に
着
け
さ
せ
る
。
ま
た
、
生
前
に

愛
用
し
て
い
た
衣
服
や
眼
鏡
、
煙
草
な
ど
を
一
緒
に
納
め
る
。
六
文
銭
は
、
五

円
玉
で
六
個
用
意
し
た
り
、
紙
に
六
文
銭
が
書
い
た
も
の
が
使
わ
れ
る
。
夏
に

葬
式
が
出
る
と
、
と
く
に
多
く
の
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
が
棺
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
た
。

通
夜
友
引
の
日
は
避
け
ら
れ
る
。
葬
祭
場
の
式
場
や
家
の
中
に
準
備
さ
れ
、

お
こ
な
わ
れ
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
祭
壇
は
家
で
葬
式
を
お
こ
な
う
場

合
、
利
用
者
の
要
望
や
家
の
間
取
り
、
天
井
の
高
さ
な
ど
に
応
じ
て
二
段
、
三

段
、
五
段
が
組
み
立
て
ら
れ
る
。
祭
壇
に
は
白
布
や
錦
欄
生
地
が
掛
け
ら
れ
る
。

祭
壇
に
は
白
木
位
牌
、
枕
あ
ん
ど
ん
（
灯
り
）
、
供
物
が
あ
げ
ら
れ
る
。
灯
り

は
近
年
蝋
燭
か
ら
電
球
に
な
っ
て
い
る
。

香
典
近
年
は
香
典
と
と
も
に
花
環
が
届
け
ら
れ
、
花
環
は
家
や
会
場
の
外
に

飾
ら
れ
る
。
香
典
は
、
市
販
の
香
典
袋
の
な
か
に
お
金
を
入
れ
て
持
っ
て
い
く

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
以
前
は
お
金
を
美
濃
紙
に
包
ん
で
い
た
が
、
昭
和

前
期
こ
ろ
か
ら
髪
の
元
結
に
用
い
た
水
引
を
故
事
に
因
ん
で
結
び
か
け
て
使
用

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
香
典
帳
は
付
き
合
い
の
範
囲
な
ど
を
知
る

上
で
も
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
多
く
の
家
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

香
典
返
し
は
、
「
御
会
葬
御
礼
品
」
と
し
て
ハ
ン
カ
チ
、
靴
下
、
お
茶
、
~
酒

な
ど
の
品
が
「
会
葬
礼
状
」
と
と
も
に
通
夜
や
告
別
式
に
訪
れ
た
会
葬
者
に
配

ら
れ
る
。

告
別
式
通
夜
の
翌
日
に
同
じ
場
所
で
執
り
行
わ
れ
る
。
開
始
時
間
は
昼
付
近

の
時
間
帯
が
多
く
、
火
葬
場
の
使
用
と
関
連
し
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

と
く
に
最
近
は
葬
祭
場
を
利
用
す
る
家
が
増
加
し
、
大
和
市
域
で
も
、
こ
の
五

年
間
で
三
軒
の
葬
祭
場
が
オ
ー
プ
ン
し
て
い
る
。
式
が
終
わ
る
と
、
出
棺
と
な

り
、
火
葬
場
へ
霊
枢
車
で
運
ば
れ
る
。

火
葬
場
大
和
市
域
に
は
海
老
名
市
、
綾
瀬
市
、
座
間
市
の
四
市
に
よ
る
広
域

組
合
方
式
の
火
葬
場
が
大
和
市
と
座
間
市
の
境
界
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。
火
葬

に
さ
れ
た
遺
骨
は
、
桐
や
樅
で
作
ら
れ
た
骨
箱
の
な
か
に
骨
壺
を
入
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
骨
壺
は
納
骨
容
器
で
あ
る
が
、
『
葬
送
文
化
論
」
に
よ
る
と
、
い

ま
で
も
長
野
県
北
部
か
ら
上
越
地
方
に
か
け
て
納
骨
だ
け
を
使
用
し
て
い
る
と

い
》
っ
。

こ
れ
以
降
の
儀
礼
は
、
ほ
と
ん
ど
前
述
し
た
伝
統
的
な
葬
送
儀
礼
と
変
わ
ら

な
い
が
、
簡
略
化
し
て
き
て
い
る
。
初
七
日
は
、
告
別
式
の
日
に
お
こ
な
わ
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葬
送
儀
礼
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
習
俗
と
現
代
に
お
け
る
習
俗
と
比
較
し
て

み
る
と
、
明
ら
か
に
差
異
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
差
異
が
生
み
だ
さ
れ
る
要
因
は
、

都
市
化
な
ど
の
人
口
の
急
増
や
農
業
社
会
か
ら
工
業
社
会
へ
の
変
貌
な
ど
、
い

わ
ゆ
る
社
会
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
葬
送
習
俗
の
移
り
変
わ
り
を
時
間
軸
で
あ
ら
わ
す
と
次
頁
の

「
大
和
市
域
に
お
け
る
葬
送
習
俗
の
年
表
」
の
よ
う
に
な
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
何
が
変
化
し
た
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
列
挙
し
て
み

し
‐
《
》
《
ノ
○

⑪
埋
葬
法
が
土
葬
か
ら
火
葬
に
変
わ
っ
た
こ
と

⑨
葬
儀
を
お
こ
な
う
場
所
が
自
宅
か
ら
、
そ
の
大
部
分
が
集
会
所
・
葬
祭
場
に

移

っ

て

き

て

い

る

こ

と

。

③
亡
く
な
る
場
所
が
畳
の
上
と
い
わ
れ
た
家
か
ら
病
院
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と

い
葬
儀
の
主
体
も
葬
式
講
中
か
ら
葬
儀
社
に
移
っ
て
い
る
こ
と

⑤
死
亡
通
知
の
方
法
が
、
徒
歩
・
自
転
車
で
知
ら
せ
て
い
た
が
電
話
で
済
ま
せ

る

よ

う

に

な

っ

た

こ

と

⑥
弔
問
客
は
会
社
な
ど
の
職
場
関
係
者
が
中
心
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と

ｍ
ホ
ト
ケ
の
近
親
者
（
女
性
）
が
白
の
喪
服
を
着
な
く
な
っ
た
こ
と

⑧
内
墓
・
屋
敷
墓
か
ら
共
同
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

⑥
引
物
に
饅
頭
が
な
く
な
っ
た
こ
と

れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
料
理
も
仕
出
し
屋
に
頼
む
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

⑩
飯
台
に
赤
飯
を
入
れ
て
届
け
る
こ
と
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と

⑪
最
近
、
告
別
式
よ
り
通
夜
に
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と

以
上
、
変
化
し
た
点
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
と
く
に
大
き
な
変
化
と
は
土
葬

か
ら
火
葬
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
旧
家
で
は
枕
団
子
な
ど
の
伝
統

的
な
行
事
食
を
こ
し
ら
え
て
い
る
し
、
家
か
ら
葬
式
を
出
す
家
も
少
な
く
な
い
。

次
に
、
今
で
も
持
続
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

仙
葬
式
と
い
う
習
俗
が
脈
々
と
続
い
て
い
る
こ
と

②
香
典
は
米
か
ら
現
金
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
香
典
が
な
く
な
っ
て
い
な
い

｝

」

‐

〆

」

③
伝
統
的
な
社
会
で
は
手
伝
い
の
慣
習
が
続
い
て
い
る
こ
と

い
初
七
日
・
三
十
五
日
・
四
十
九
日
が
続
い
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
年
賀
は
が

き
の
辞
退
な
ど
に
も
死
の
忌
み
を
み
る
こ
と
が
で
き
る

⑤
北
枕
・
魔
除
け
の
刃
物
を
か
な
ら
ず
守
っ
て
い
る
こ
と

⑥
年
忌
明
け
に
杉
の
枝
が
つ
い
た
塔
婆
を
供
え
た
が
、
い
ま
で
も
塔
婆
に
杉
の

葉
を
つ
け
て
い
る
家
が
あ
る
こ
と

ｍ
火
葬
に
な
っ
て
穴
掘
り
作
業
が
な
く
な
っ
た
が
、
穴
掘
り
当
番
は
残
っ
て
い

る

こ

と

最
後
に
消
滅
し
た
も
の
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

仙
魂
呼
び
・
烏
鳴
き
な
ど
の
呪
術
的
習
俗
が
な
く
な
っ
た
こ
と

②
経
帷
子
は
葬
儀
社
が
用
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
女
衆
が
縫
わ
な
く
な

っ

た

こ

と

③
湯
灌
が
な
く
な
っ
た
こ
と
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大和市域における葬送習俗の年表

年

明治初期

明治19年

明治23年

代 大和市域の葬送習俗 大和市周辺地域の葬送習俗

．このころ、寒川町宮山では神葬祭になった

下鶴間村火葬場開設

大和村火葬場になる

明治40年 「早桶枢7枚・中サシ2本 1円30銭」 と

いう購入記録がある

このころ、寒川町一之宮に医院ができる

明治41年 この時期の葬式で、公田では三日、七日に

親類やクミアイを呼んで法事をしている

このころまで、海老名市下今泉では座棺を

使用していた

このころまで、藤沢市江の島では土葬であ

った ．このころまで、藤沢市域では竪棺

であった

明治末 このころから、上和田・下和田では棺を作

らなくなった

大正10年 このころ、上和田では出棺前に食い別れと

いって膳の汁かけ飯を箸一本で食べた

年
年

２

５

１

１

正
正

大
大

｢海老名村生活改善規約」が出される

F和田講中の穴掘「順番規約」ができる

大正末期 このころまで、葬式の時、近親者の女性は

白い喪服を着ていた。 トムライのサダは徒

歩であった。葬具はすべて手作りであった

．このころまで、海老名市上河内では座棺を

使用していた

昭和初年

昭和5～6年

このころ、長後に葬儀社ができる

寺で祭壇を安く貸し出した

昭和初期 このころまで、座棺であった。このころ、

生活改善を機会に香典や引出物をやまると

ころもあった。 また、 トリオサメに杉の葉

付き塔婆を立てる家があった。このころか

ら、 トムライのサダに自転車を使った

このころまで、藤沢市域では血縁者などは

白い色の着物を着ていた

昭和10年頃 ．このころまで、寒川町では死者の身内は白

い着物を着た。 ．このころ、厚木市に公営

の火葬場が開設

.このころ、寒川町では棺が桶から座棺にか

わる。 また、 このころ大八車のような形を

した霊枢車が現れた

昭和10年代 このころから、高等町の葬具屋の棺を利用

し始めた

第二次世界大戦前

昭和26年

昭和35～36年

昭和30年代

昭和40年代

昭和52年

昭和54年

昭和57年

･広域大和斎場組合設立

･大和斎場開業

昭和50年代 このころ、位牌分けの習俗が廃れてきた。

トムライのサダは電話でおこない、寺には

徒歩で行った

「友引の日」の通夜の使用開始平成3年
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い
土
葬
が
な
く
な
っ
た
こ
と

以
上
、
気
が
つ
い
た
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
た
が
、
た
と
え
ば
火
葬
場
・

（
病
院
の
）
霊
安
室
・
葬
祭
場
な
ど
の
実
態
を
具
体
的
に
調
査
で
き
な
か
っ
た

こ
と
、
生
活
改
善
運
動
の
視
点
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
、
墓
、
位
牌
に
関
す
る

習
俗
な
ど
、
多
く
の
課
題
が
残
っ
た
の
で
、
今
後
の
調
査
で
明
ら
か
に
し
て
い

き
た
い
。
今
回
は
、
調
査
も
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、
気
が
つ
い
た
点
を
指

摘
す
る
だ
け
の
予
備
的
考
察
に
と
ど
め
、
本
格
的
な
考
察
は
次
の
機
会
に
し
た

い
Ｏ

最
後
に
、
調
査
に
あ
た
っ
て
故
富
澤
美
晴
氏
、
青
木
利
光
氏
、
板
庇
伊
助
氏
、

山
口
博
氏
、
そ
し
て
大
和
市
つ
る
舞
の
里
歴
史
資
料
館
の
柏
柳
豐
氏
ら
に
大
変

お
世
話
に
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
穴
掘
り
、
杉
塔

婆
（
本
館
蔵
）
以
外
の
写
真
は
筆
者
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
注
］

ｎ
山
田

ｌ

」

②
井
上

〈
追
記
〉
本
稿
は
、
本
館
が
県
内
一
九
ヶ
所
で
実
施
し
た
民
俗
調
査
「
人
生
儀

礼
の
持
続
と
変
化
」
（
平
成
七
年
度
～
平
成
一
○
年
度
）
に
お
け
る
筆
者
の
デ

ー
タ
を
も
と
に
、
人
生
儀
礼
の
研
究
会
で
発
表
し
た
要
旨
に
大
幅
な
加
筆
訂
正

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

慎
也
、
一
九
九
九
、
「
葬
祭
業
者
を
利
用
す
る
こ
と
は
ｌ
互
助
か
ら
契
約
へ

（
新
谷
尚
紀
編
「
死
後
の
環
境
ｌ
他
界
へ
の
準
備
と
墓
ｌ
」
、
昭
和
堂
）

章
一
、
一
九
八
四
、
「
霊
枢
車
の
誕
生
』
、
朝
日
新
聞
社

③
柳
田
國
男
、
一
九
二
九
、
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」
（
「
定
本
柳
田
國
男
集
』
第

一
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
五
二
四
頁
）
。

側
井
之
口
章
次
、
一
九
五
五
、
「
仏
教
以
前
」
、
古
今
書
院
。
こ
の
書
に
、
「
葬
送
習
俗

調
査
要
項
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
項
目
か
ら
も
伝
統
的
な
葬
式
を
う
か
が

い
し
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
・
物
品
に
つ
い
て
、
土
地
で
の
名
称
を
知
り
た
い
。
現
行
の
習
俗
ば
か
り

で
な
く
、
「
昔
は
ど
う
だ
っ
た
か
」
を
聞
く
。
村
一
般
の
風
と
、
特
殊
な
家
だ
け
の
行
事
と
を

見
き
わ
め
る
。

１
葬
式
の
総
名
葬
式
の
こ
と
を
何
と
い
う
か
。
童
語
も
聞
く
。
◇
死
ぬ
と
い
う
語
を
忌

ん
で
別
の
い
い
方
は
な
い
か
。
葬
式
の
隠
語
も
あ
る
か
。
◇
死
・
葬
式
に
関
す
る
予
兆
・

禁
忌
を
集
め
る
。

２
魂
呼
び
臨
終
に
名
を
呼
ん
だ
り
、
蘇
生
さ
せ
る
た
め
の
呪
法
。
◇
魂
呼
び
は
誰
が
、

ど
こ
で
、
何
に
向
っ
て
す
る
の
か
。
何
か
手
に
持
っ
て
す
る
か
。
◇
主
と
し
て
ど
う
い
う

人
の
死
ん
だ
時
に
魂
呼
び
を
す
る
か
。
急
死
・
産
死
・
天
折
の
場
合
に
限
る
か
。
◇
息
を

ひ
き
と
る
前
に
水
を
飲
ま
せ
、
ま
た
は
振
り
か
け
る
こ
と
は
な
い
か
。

３
死
亡
通
知
死
亡
通
知
は
誰
が
何
人
で
ど
の
範
囲
に
行
く
か
。
何
か
持
っ
て
ゆ
く
か
。

◇
臨
終
の
際
に
も
知
ら
せ
の
役
を
た
て
る
か
。
服
装
・
方
式
・
持
っ
て
ゆ
く
物
。
◇
ど
う

し
て
も
一
人
で
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
時
は
、
何
か
持
っ
て
ゆ
く
か
。
◇
村
の
辻
に
立
っ
て
大

声
で
、
死
亡
者
の
出
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
風
は
な
い
か
。
◇
寺
へ
の
死
亡
通
知
は
誰
が
ゆ

く
か
。
穀
物
そ
の
他
を
持
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
な
い
か
。
◇
後
の
機
会
と
も
関
連
し
て
、
寺

へ
の
贈
与
を
一
通
り
聞
い
て
お
く
。

４
枕
飯
息
を
引
き
と
る
と
ま
ず
第
一
番
に
何
を
す
る
か
。
◇
死
体
は
ど
の
部
屋
に
置
き
、
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ど
う
い
う
寝
せ
方
を
す
る
か
。
死
後
硬
直
以
前
に
体
を
縛
る
風
が
あ
る
か
。
◇
死
体
に
掛

け
る
着
物
。
蚊
帳
を
吊
っ
て
死
体
を
入
れ
る
こ
と
は
な
い
か
。
◇
死
者
の
胸
の
上
や
枕
許

に
、
魔
よ
け
の
た
め
に
何
を
置
く
か
。
ま
た
ど
ん
な
妖
怪
が
来
る
と
い
う
か
。
◇
枕
許
に

供
え
る
物
は
何
々
か
。
水
・
一
つ
火
・
一
本
花
な
ど
に
注
意
。
◇
枕
飯
・
枕
団
子
の
調
整
、

供
え
方
、
後
の
始
末
。
枕
飯
を
炊
い
た
時
の
灰
の
処
置
。
◇
死
ぬ
と
す
ぐ
、
死
者
の
魂
が

ど
こ
か
へ
行
っ
て
く
る
と
い
う
伝
承
は
な
い
か
。

５
ひ
が
か
り
忌
み
忌
の
か
か
る
範
囲
と
日
数
。
忌
負
け
の
俗
信
。
◇
喪
家
の
標
識
。
軒

や
表
口
に
し
る
し
を
つ
け
た
り
、
簾
を
垂
ら
す
、
門
礼
を
立
て
る
な
ど
。
◇
神
棚
や
付
近

の
神
社
に
対
し
て
、
稜
れ
を
避
け
る
た
め
の
し
つ
ら
い
。
◇
家
畜
は
二
代
の
主
人
に
仕
え

さ
せ
ぬ
と
て
、
飼
い
替
え
る
風
。

６
年
た
が
え
死
者
と
同
い
年
の
者
は
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
か
。
弔
問
に
来
る
か
。
葬
列

に
加
わ
る
か
。
◇
耳
ふ
さ
ぎ
の
慣
習
が
あ
る
か
。
食
べ
物
で
耳
を
ふ
さ
ぐ
場
合
、
後
は
食

べ
る
か
、
何
処
に
捨
て
る
か
。

７
香
糞
弔
問
の
村
人
の
持
っ
て
く
る
物
。
◇
手
伝
い
人
が
近
所
の
家
で
飲
食
す
る
こ
と

が
あ
る
か
。
そ
の
費
用
の
出
所
。
◇
葬
式
の
際
の
飯
米
は
籾
か
ら
搗
く
か
。
ど
う
い
う
理

由

か

ら

か

。

８
通
夜
親
族
か
ら
の
香
莫
。
忌
の
飯
を
食
う
範
囲
。
ま
た
そ
の
範
囲
の
移
動
の
傾
向
。

◇
通
夜
に
夜
食
が
出
る
か
。
ど
ん
な
物
を
誰
が
出
す
か
。
◇
近
親
者
が
死
者
と
添
寝
を
す

る
風
は
な
い
か
。

９
葬
具
種
類
と
調
整
。
一
回
毎
に
作
る
物
と
連
用
す
る
も
の
と
分
け
て
聞
く
。
◇
依
り

代
系
統
の
物
に
注
意
す
る
。
連
用
す
る
物
は
保
管
す
る
場
所
が
き
ま
っ
て
い
る
か
。
◇
棺

↑
の
形
式
。
甕
棺
も
使
う
か
。
棺
は
誰
が
作
る
か
。
◇
葬
式
組
の
機
能
・
結
束
の
程
度
な
ど

を
細
か
く
開
い
て
お
く
。

皿
入
棺
湯
灌
・
入
棺
は
誰
が
ど
こ
で
ど
ん
な
服
装
で
す
る
か
。
◇
湯
灌
の
水
は
ど
こ
か

ら
汲
ん
で
き
て
ど
こ
へ
捨
て
る
か
。
死
体
を
動
か
す
時
の
作
法
。
◇
死
者
の
服
装
と
副
葬

品
。
頭
陀
袋
の
作
り
方
と
入
れ
る
も
の
。
◇
入
棺
し
た
人
が
共
同
飲
食
を
す
る
こ
と
が
あ

る

か

。

ｕ
出
立
ち
出
棺
前
の
飲
食
の
膳
に
つ
く
の
は
誰
々
か
。
◇
弔
問
の
人
や
群
集
に
も
酒
食

を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
か
。
◇
棺
は
家
の
ど
こ
か
ら
運
び
出
す
か
。
壁
を
壊
し
て
出
す
こ

と
は
な
い
か
。
◇
出
棺
の
と
き
軒
に
割
竹
を
さ
し
た
り
、
仮
門
を
く
ぐ
っ
て
出
る
こ
と
が

あ
る
か
。
仮
門
は
後
で
ど
う
す
る
か
。
◇
出
棺
時
ま
た
は
途
中
で
米
な
ど
を
撒
く
こ
と
は

な
い
か
。
弓
で
矢
を
射
る
か
。
◇
棺
の
出
た
あ
と
、
家
に
残
っ
た
人
々
は
何
を
す
る
か
。

吃
野
辺
送
り
先
頭
か
ら
順
に
聞
く
。
死
者
を
ど
う
い
う
関
係
の
人
か
を
一
々
確
か
め
る
。

◇
葬
列
の
出
発
以
前
に
先
行
す
る
役
目
が
あ
る
か
。
特
に
火
を
持
つ
役
に
注
意
。
◇
位

牌
・
食
膳
・
香
・
水
・
杖
・
天
蓋
な
ど
は
誰
が
持
ち
、
ど
ん
な
服
装
か
。
◇
棺
に
死
者
の

衣
類
や
布
を
か
ぶ
せ
る
か
。
善
の
綱
は
誰
が
曳
く
か
。
殊
に
女
の
髪
形
と
服
装
。
◇
泣
女

が
あ
る
か
。
儀
礼
的
な
泣
き
方
、
あ
る
い
は
頼
ま
れ
て
特
に
泣
く
人
が
あ
る
か
。

Ｂ
棺
か
き
・
穴
掘
り
従
事
す
る
人
、
服
装
。
◇
棺
か
き
の
作
法
。
他
人
に
頼
む
場
合
に

は
謝
礼
を
出
す
か
。
◇
墓
地
占
定
の
方
法
。
穴
掘
り
人
へ
謝
礼
。

Ｍ
墓
葬
礼
埋
葬
を
総
称
し
て
何
と
い
う
か
。
◇
庭
や
途
中
、
ま
た
は
墓
場
に
つ
い
て
か

ら
棺
を
廻
す
こ
と
。
◇
墓
穴
に
納
め
て
か
ら
小
石
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
。
何
の

た
め
と
考
え
て
い
る
か
。
◇
墓
地
で
も
飲
食
す
る
か
。
ま
た
は
餅
を
引
っ
張
り
合
う
よ
う

な
式
は
な
い
か
。
◇
埋
葬
の
前
後
に
、
墓
場
で
火
を
焚
く
風
が
あ
る
か
。

肥
火
葬
火
葬
地
帯
で
は
、
い
つ
頃
か
ら
火
葬
に
な
っ
た
か
。
宗
旨
と
の
関
係
。
◇
火
葬
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場
を
何
と
い
う
か
。
火
葬
方
式
。
遺
骨
の
処
置
。
火
葬
の
灰
を
撒
く
こ
と
は
な
い
か
。

賂
野
帰
り
埋
葬
ま
た
は
火
葬
を
終
え
て
帰
宅
す
る
際
、
お
よ
び
帰
宅
し
て
か
ら
の
作
法
。

◇
途
中
ま
た
は
家
の
入
口
に
お
け
る
塩
ば
ら
い
。
衣
服
の
清
め
。
帰
宅
し
て
か
ら
の
飲
食
。

〃
墓
じ
る
し
埋
葬
し
た
上
へ
の
作
り
物
。
◇
埋
め
た
上
に
石
を
の
せ
る
場
合
は
、
台
石

と
小
石
と
に
分
け
て
観
察
す
る
。
◇
土
饅
頭
の
上
ま
た
は
周
囲
に
、
割
竹
や
丸
竹
を
さ
し

立
て
る
風
と
土
地
で
の
解
説
。
◇
息
つ
き
竹
を
立
て
る
か
。
そ
の
と
き
死
者
の
魂
が
何
処

に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
を
考
え
な
が
ら
聞
く
。

略
墓
制
墓
地
の
種
類
。
呼
称
。
◇
共
有
墓
か
個
人
墓
か
。
お
よ
そ
そ
の
傾
向
と
位
置
。

◇
両
墓
制
一
一
人
の
死
者
に
つ
い
て
、
死
体
を
埋
め
る
と
こ
ろ
と
石
碑
を
た
て
る
場
所
と

が
別
に
な
っ
て
い
る
例
。
◇
両
墓
の
位
置
、
距
た
り
具
合
、
墓
参
の
期
間
と
機
会
。
埋
葬

物
品
と
移
葬
の
有
無
。
◇
そ
の
土
地
で
は
何
故
に
両
墓
制
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
か
。

◇
墓
地
に
関
係
の
あ
り
そ
う
な
、
付
近
の
地
名
。
移
住
者
の
墓
地
。

旧
喪
屋
喪
屋
生
活
の
痕
跡
を
探
る
気
持
で
聞
く
。
◇
埋
葬
後
一
日
一
家
に
帰
り
、
改
め
て

墓
参
す
る
風
。
埋
め
た
上
へ
の
供
え
物
。
◇
親
族
の
忌
籠
り
と
墓
上
の
小
屋
形
。
◇
葬
式

を
出
し
た
晩
、
講
中
組
内
の
人
々
の
す
る
供
養
。

鋤
願
も
ど
し
生
前
に
神
に
か
け
た
願
を
、
撤
回
す
る
た
め
の
作
法
。
◇
茶
碗
を
割
る
、

着
物
を
逆
し
に
振
る
、
小
石
や
洗
米
を
投
げ
る
等
、
生
前
に
願
か
け
し
た
と
否
と
に
拘
ら

ず
聞
く
。
◇
願
も
ど
し
の
た
め
に
、
ま
た
は
別
個
に
、
死
者
の
衣
類
に
水
を
か
け
て
蔭
干

し
に
す
る
風
。
◇
産
で
死
ん
だ
女
の
場
合
に
も
着
物
を
晒
す
か
。
ま
た
川
の
ほ
と
り
で
通

る
人
に
供
養
し
て
貰
う
形
か
。

副
忌
あ
け
七
日
目
ご
ろ
の
荒
火
あ
け
と
、
四
十
九
日
ご
ろ
の
忌
あ
け
。
そ
の
間
の
行
事
。

◇
喪
家
の
標
識
や
死
者
へ
の
供
物
棚
を
撤
回
す
る
時
期
。
精
進
落
し
の
飲
食
。
◇
七
日
目

毎
の
供
養
。
四
十
九
日
の
餅
の
配
分
。
一
つ
だ
け
大
き
な
餅
を
作
る
か
。
◇
寺
へ
の
謝
礼

と
形
見
分
け
。
◇
年
内
に
不
幸
の
あ
っ
た
家
の
迎
年
準
備
と
正
月
の
行
事
。
正
月
前
の
精

進

落

ち

。

塑
仏
お
ろ
し
忌
あ
け
ま
で
の
間
に
、
巫
女
に
死
者
の
口
寄
せ
を
頼
む
風
。
◇
特
に
葬
儀

の
日
に
近
接
す
る
も
の
に
注
意
す
る
。

認
月
忌
・
年
忌
行
事
と
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
。
◇
最
終
年
凹
の
時
期
。
石
塔
と
位
牌
と
に

注
意
す
る
。
墓
場
に
樹
を
植
え
る
風
。
◇
最
終
年
回
を
終
え
た
死
者
の
魂
は
何
に
な
る
と

い
っ
て
い
る
か
。
◇
死
後
の
生
れ
替
り
の
話
。
死
ね
ば
何
処
へ
行
く
と
考
え
て
い
る
か
。

型
異
常
葬
法
非
業
の
死
を
と
げ
た
人
の
葬
法
。
流
れ
仏
の
扱
い
方
。
無
縁
の
者
の
墓
。

家
畜
の
墓
。
◇
子
供
の
墓
と
葬
法
。
胞
衣
の
墓
。
何
歳
か
ら
本
葬
式
を
す
る
か
。
童
墓
と

道
祖
神
と
の
関
係
。

⑤
藤
沢
市
、
一
九
八
○
、
「
藤
沢
市
史
民
俗
編
」
、
七
一
二
～
七
五
六
頁
。

⑥
海
老
名
市
、
一
九
九
三
、
「
海
老
名
市
史
民
俗
編
」
、
三
六
五
～
四
○
二
頁
。

ｍ
葬
送
文
化
研
究
会
編
「
葬
送
文
化
論
」
（
一
九
九
三
、
古
今
書
院
）
、
岩
手
日
報
社

出
版
部
編
「
岩
手
の
仏
事
（
改
訂
版
）
』
（
一
九
九
二
、
岩
手
日
報
社
）
新
谷
尚
紀

編
、
「
死
後
の
環
境
ｌ
他
界
へ
の
準
備
と
墓
ｌ
』
今
講
座
人
間
と
環
境
」
第
九
巻
、

昭
和
堂
、
一
九
九
九
）
、
柳
田
國
男
『
葬
送
習
俗
語
彙
八
覆
刻
版
Ｖ
」
（
国
耆
刊
行

会
、
一
九
七
五
）
、
和
田
正
洲
「
神
奈
川
県
の
葬
送
・
墓
制
」
今
関
東
の
葬
制
・

墓
制
」
、
明
玄
書
房
、
一
九
七
七
）
、
王
子
市
婦
人
セ
ン
タ
ー
歴
史
同
好
会
編
「
八

王
子
の
お
葬
式
ｌ
聞
い
て
歩
い
た
お
弔
い
ｌ
』
（
一
九
八
七
、
八
王
子
市
教
育
委
員

会
）
な
ど
が
あ
る
。

⑧
寒
川
町
、
一
九
九
一
、
「
寒
川
町
史
民
俗
編
」
、
五
○
三
～
五
一
七
頁
。
こ
こ
に
、
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「
で
き
ご
と
と
生
活
の
変
化
ｌ
生
活
史
年
表
」
と
い
う
生
活
年
表
が
民
俗
の
移
り
変

わ
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

側
前
掲
書
「
海
老
名
市
史
民
俗
編
』
、
三
八
七
頁
。
望
地
自
治
会
所
蔵
「
海
老
名
村

生
活
改
善
会
規
約
」
（
大
正
一
二
年
九
月
一
日
）

葬
礼
二
関
ス
ル
事

一
、
葬
礼
又
ハ
告
別
式
ハ
多
数
参
列
ス
ル
ヲ
良
ト
ス
ル
モ
茶
菓
子
二
止
メ
他
ノ
飲
食

物
ハ
供
与
セ
ザ
ル
コ
ト

ー
、
香
料
ハ
通
貨
二
限
ル
コ
ト
魁
シ
近
親
者
以
外
ハ
弔
意
ヲ
表
ス
ル
足
ル
程
度
ノ
額

二
止
ム
ル
コ
ト

ー
、
霊
前
二
生
花
、
造
花
、
放
鳥
等
ノ
供
物
ヲ
廃
止
ス
ル
コ
ト

ー
、
葬
家
二
於
テ
酒
ヲ
使
用
セ
サ
ル
コ
ト
但
シ
湯
灌
酒
及
ビ
鉢
洗
酒
ハ
少
量
ナ
レ
バ

此
ノ
限
リ
ニ
ア
ラ
ズ

ー
、
供
養
献
立
ハ
ナ
ル
ベ
ク
簡
単
ニ
ナ
シ
引
菓
子
ヲ
廃
シ
且
ッ
止
メ
得
ザ
ル
モ
ノ
ノ

外
葬
家
二
於
テ
飲
食
ヲ
為
サ
ぎ
ル
コ
ト

ー
、
香
典
返
シ
等
ノ
随
習
ハ
断
然
廃
止
ス
ル
コ
ト

ー
、
冠
婚
葬
祭
等
二
於
テ
節
約
シ
得
ダ
ル
金
額
ハ
其
幾
分
ヲ
公
共
事
業
二
寄
付
シ
其

残
余
ヲ
貯
蓄
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

｛
主
要
な
参
考
文
献
］

浅
香
勝
輔
・
八
木
澤
荘
一
、
一
九
八
三
、
「
火
葬
場
」
、
大
明
堂

大
林
太
良
、
一
九
七
七
、
「
葬
制
の
起
源
」
、
角
川
書
店

井
上
章
一
・
町
田
忍
、
一
九
九
二
、
『
Ｔ
ｈ
ｅ
霊
枢
車
」
、
祥
伝
社

板
橋
春
夫
、
一
九
九
五
、
「
葬
式
と
赤
飯
」
、
煥
乎
堂

佐
藤
米
司
、
一
九
七
一
、
『
葬
送
儀
礼
の
民
俗
』
、
岩
崎
美
術
社

新
谷
尚
紀
、
一
九
九
二
、
「
日
本
人
の
葬
儀
』
、
紀
伊
国
屋
書
店

新
谷
尚
紀
、
一
九
九
六
、
「
生
と
死
の
民
俗
史
』
、
木
耳
社

須
藤
功
、
一
九
九
六
、
『
葬
式
ｌ
あ
の
世
へ
の
民
俗
ｌ
」
、
青
弓
社

芳
賀
登
、
一
九
九
○
、
「
葬
儀
の
歴
史
八
増
補
版
Ｖ
」
、
雄
山
閣
出
版

宮
田
登
、
一
九
九
九
、
「
冠
婚
葬
祭
」
、
岩
波
書
店
（
新
書
）

大
阪
人
権
博
物
館
編
、
一
九
九
七
、
「
ゆ
れ
る
生
と
死
の
境
界
」
（
図
録
）

神
奈
川
県
、
一
九
七
七
、
「
神
奈
川
県
史
民
俗
編
』

神
奈
川
県
立
博
物
館
編
、
一
九
六
九
、
「
串
川
・
中
津
川
流
域
の
民
俗
」

神
奈
川
県
立
博
物
館
編
、
一
九
七
三
、
『
県
央
部
の
民
俗
（
１
）
ｌ
大
和
・
綾
瀬
地

区
ｌ
」

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
、
一
九
九
九
、
「
死
・
葬
送
・
墓
制
資
料
集
成
東
日
本

編
１
」

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
、
一
九
九
九
、
「
死
・
葬
送
・
墓
制
資
料
集
成
東
日
本

編
２
』

土
浦
市
立
博
物
館
編
、
一
九
九
一
、
「
他
界
へ
の
旅
だ
ち
ｌ
生
と
死
の
文
化
と
そ
の

周
辺
ｌ
」
（
図
録
）

大
和
市
教
育
委
員
会
編
、
一
九
八
一
、
「
上
和
田
・
下
和
田
の
民
俗
」

大
和
市
教
育
委
員
会
編
、
一
九
八
二
、
「
深
見
・
上
草
柳
・
下
草
柳
の
民
俗
」

大
和
市
教
育
委
員
会
編
、
一
九
八
三
、
「
下
鶴
間
・
福
田
の
民
俗
」
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