
一
、 

は
じ
め
に

小
林
一
茶
の
父
は
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）、
一
茶
の
帰
省
中
に
発
病
し
、
そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
茶
は
父
の

発
病
か
ら
死
そ
し
て
初
七
日
ま
で
を
『
父
の
終
焉
日
記
』
と
い
う
形
で
ま
と
め
て
い
る
。
矢
場
勝
幸
は
「
解
説
」
で
、「
事
実
に
進

行
し
て
日
次
の
か
た
ち
で
書
き
継
が
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
後
日
創
作
意
欲
を
も
っ
て
一
気
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」

と
述
べ
て
い
る
〔
矢
場　

一
九
九
二　

三
〇
七
～
三
〇
八
〕。
矢
場
に
従
う
な
ら
ば
、『
父
の
終
焉
日
記
』
は
作
品
と
し
て
の
側
面
を

持
つ
と
い
え
る
が
、
死
と
葬
儀
・
初
七
日
ま
で
の
具
体
的
な
様
子
や
心
情
が
よ
く
わ
か
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
史
料
と

し
て
の
価
値
は
高
い
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
て
論
考
で
参
考
に
し
た
こ
と
も
あ
る
〔
林　

二
〇
一
〇
〕。

二
〇
一
七
年
八
月
二
十
六
日
、
筆
者
の
父
が
亡
く
な
っ
た
。
こ
こ
数
年
入
退
院
を
繰
り
返
し
、
最
期
は
施
設
で
息
を
引
き
取
っ
た
。

喪
主
は
母
で
あ
る
が
、
筆
者
が
葬
儀
社
と
の
交
渉
や
、
も
ろ
も
ろ
の
事
務
手
続
き
を
行
っ
た
。
祖
父
母
の
葬
儀
は
隣
組
に
よ
る
自
宅

葬
で
あ
り
、
葬
儀
社
は
介
入
し
て
い
な
い
。
祖
父
の
葬
儀
の
様
子
は
『
民
俗
と
内
的
「
他
者
」』
で
〔
林　

一
九
九
七
〕、
祖
母
の
葬

儀
の
様
子
は
『
近
代
火
葬
の
民
俗
学
』
で
〔
林　

二
〇
一
〇
〕
記
し
て
い
る
が
、
父
の
葬
儀
は
葬
儀
社
が
介
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
視
点
は
、
旧
来
の
「
死
」
の
捉
え
ら
れ
方
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
葬
儀
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
の

か
に
あ
っ
た
。
現
在
は
隣
組
の
よ
う
な
相
互
扶
助
を
行
っ
て
き
た
社
会
組
織
内
の
関
係
性
が
希
薄
に
な
り
、
隣
組
に
代
わ
り
、
葬
儀

現
代
の
葬
儀 

―
父
の
葬
儀
を
実
例
と
し
て
―

林　

英
一
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社
が
葬
儀
の
執
行
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
価
値
観
の
多
様
化
に
伴
う
葬
儀
の
形
も
自
由
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
葬
儀
社
は
葬
家
と
は
金
銭
的
な
繋
が
り
し
か
も
た
な
い
。
葬
儀
社
は
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
葬
儀
を
執
行
し
、
そ
の
対
価

と
し
て
金
銭
を
受
け
取
る
企
業
で
あ
る
。
葬
儀
が
経
済
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

父
の
容
態
の
悪
化
に
よ
り
、
筆
者
は
八
月
二
十
二
日
か
ら
実
家
に
泊
ま
り
込
ん
で
い
た
。
一
茶
と
は
異
な
り
偶
然
の
出
来
事
で
は

な
い
が
、『
父
の
終
焉
日
記
』
を
意
識
し
、
こ
の
日
か
ら
父
の
死
後
ま
で
の
様
子
を
日
記
と
し
て
記
録
し
て
き
た
。
葬
送
儀
礼
研
究

者
と
し
て
、
現
代
葬
儀
に
関
す
る
実
態
（
葬
儀
の
流
れ
や
家
族
・
親
族
の
こ
と
、
葬
儀
社
に
よ
る
葬
儀
の
実
態
、
さ
ら
に
は
価
格
の

問
題
、
葬
儀
後
の
こ
と
な
ど
）
を
記
録
す
る
責
務
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
父
の
死
後
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に

『
平
成
版　

父
の
終
焉
日
記
』
と
し
て
、
何
回
か
に
分
け
て
投
稿
し
て
い
る
。
本
論
は
、『
平
成
版　

父
の
終
焉
日
記
』
を
下
敷
き
に

し
て
、
現
代
の
葬
儀
と
、
遺
族
の
心
情
を
踏
ま
え
た
上
で
、
現
在
の
「
死
」
や
「
葬
儀
」
の
意
味
を
検
討
す
る
。
そ
の
た
め
日
記
の

体
裁
は
保
つ
こ
と
に
す
る
。
時
系
列
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
平
成
版　

父
の
終
焉
日
記
』
だ

け
で
膨
大
な
量
で
あ
り
、
本
論
は
「
葬
儀
」
の
部
分
だ
け
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
近
年
は
「
安
さ
」
を
売
り
に
し
た

葬
儀
社
に
よ
る
社
会
問
題
も
起
き
て
い
る
。
料
金
体
系
が
不
明
瞭
な
部
分
も
多
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
父
の
葬
儀
明
細
も
明
ら
か
に

し
、
セ
ッ
ト
料
金
（
基
本
料
金
）
の
か
ら
く
り
も
提
示
す
る
。

　二
、
ど
の
よ
う
な
葬
儀
に
す
る
の
か
―
心
構
え
―

（
一
）
家
族
葬
と
い
う
選
択

父
は
、
こ
こ
数
年
間
、
腸
閉
塞
や
肺
炎
で
入
退
院
を
繰
り
返
し
、
最
期
の
数
か
月
は
足
腰
も
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
ほ
と
ん

ど
施
設
暮
ら
し
に
な
っ
て
い
た
。
六
月
に
は
誤
嚥
性
肺
炎
で
四
二
度
の
熱
を
出
し
て
二
週
間
ほ
ど
入
院
し
て
い
る
。
八
月
九
日
に
ま
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た
高
熱
を
出
し
、
契
約
し
て
い
る
訪
問
医
師
に
診
察
し
て
も
ら
っ
た
結
果
、
再
び
誤
嚥
性
肺
炎
と
の
診
断
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
回

は
、
熱
も
す
ぐ
に
下
が
り
、
入
院
は
免
れ
た
が
、
か
な
り
衰
弱
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
事
あ
る
ご
と
に
、「
覚
悟
」
し
な
け
れ
ば
と
は
言
い
な
が
ら
、
事
後
に
つ
い
て
具
体
的
な
話
し
を
家
族
と
し
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
を
受
け
て
、「
覚
悟
」
が
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
。
そ
こ
で
母
と
葬
儀
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
話
し
を
し
た
。「
も
し
も
」
の
時
に
誰
に
声
を
か
け
る
の
か
。
母
と
共
に
考
え
て
い
く
。
規
模
を
ど
の
程
度
に
す
る
か
。
父
は

八
十
八
歳
。
会
社
を
定
年
し
て
二
十
年
以
上
経
ち
、
さ
ら
に
友
人
も
多
く
が
鬼
籍
に
入
っ
て
い
る
。
御
存
命
で
あ
っ
て
も
御
高
齢
ゆ

え
、
葬
儀
に
参
列
し
て
も
ら
う
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
連
絡
し
て
も
参
列
し
て
く
れ
そ
う
な
人
は
、
思
い
つ
く
限
り
、
親
戚
だ
け
し

か
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
家
族
葬
と
い
う
選
択
も
あ
る
こ
と
を
母
に
伝
え
、
母
も
納
得
し
た
。
近
年
家
族
葬
が
増
え
て
い
る
と
の
ニ

ュ
ー
ス
を
よ
く
目
に
す
る
。
多
く
は
、
経
済
的
問
題
か
ら
、
規
模
を
縮
小
し
て
行
う
と
い
う
切
り
口
の
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、

高
齢
化
に
よ
り
現
実
的
に
参
列
で
き
な
い
と
い
う
背
景
も
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
て
、
二
〇
一
七
年
に

ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
の
斎
場
が
オ
ー
プ
ン
し
た
と
い
え
る
。
以
下
は
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
十
五
日
付
け
の
『
日
本
経
済
新
聞
』
の
デ

ジ
タ
ル
記
事
で
あ
る
。

車
に
乗
っ
た
ま
ま
葬
儀
に
参
列
で
き
る
ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
シ
ス
テ
ム
を
併
設
し
た
全
国
発
の
葬
儀
場
が
長
野
県
上
田
市
に
完

成
し
、
15
日
に
報
道
陣
に
公
開
さ
れ
た
。
高
齢
者
や
障
碍
者
で
も
無
理
な
く
葬
儀
に
参
列
で
き
る
よ
う
に
、
竹
原
重
建
（
上
田
市
、

竹
原
健
二
社
長
）
の
子
会
社
が
開
発
し
て
特
許
を
取
得
。
冠
婚
葬
祭
の
愛
昇
殿
グ
ル
ー
プ
の
レ
ク
ス
ト
・
ア
イ
（
同
、
荻
原
政
雄

社
長
）
が
新
設
の
上
田
南
愛
昇
殿
葬
儀
場
に
導
入
し
、
17
日
か
ら
運
営
を
開
始
す
る
。

ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
用
の
窓
口
で
タ
ブ
レ
ッ
ト
（
多
機
能
携
帯
端
末
）
を
使
い
、
車
内
で
名
前
や
住
所
を
登
録
し
て
香
典
を
係
員

に
渡
し
焼
香
す
る
。
喪
主
ら
は
葬
儀
場
の
モ
ニ
タ
ー
で
来
訪
を
確
認
す
る
。
焼
香
に
か
か
る
時
間
は
３
分
程
度
だ
。

「
介
護
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
、
焼
香
に
来
た
く
て
も
来
ら
れ
な
い
人
が
多
い
。
ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
は
簡
略
化
で
は
な
く
、
そ
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う
い
う
人
た
ち
に
来
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
」
と
、
荻
原
社
長
は
話
す
。

開
発
し
た
竹
原
社
長
は
「
最
初
は
不
謹
慎
と
い
う
声
も
あ
っ
た
が
、
最
近
は
高
齢
者
や
障
碍
者
の
た
め
に
す
ご
い
こ
と
を
考
え

て
く
れ
た
と
評
価
す
る
声
が
圧
倒
的
。
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
葬
儀
も
時
代
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
語
る
。
同
社
に

は
神
奈
川
、
千
葉
、
福
岡
な
ど
の
葬
儀
社
４
社
か
ら
も
引
き
合
い
が
あ
る
と
い
う
。

記
事
か
ら
ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
葬
の
斎
場
を
作
っ
た
理
由
に
高
齢
化
問
題
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
旧
来
の
参
列
の
形
式
に
捕
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
、「
参
列
し
た
い
」
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
え
る
。
故
人
の
高
齢
化
は
そ
の
ま
ま
、

故
人
の
関
係
者
の
高
齢
化
を
も
意
味
す
る
。
ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
葬
は
旧
来
の
儀
礼
の
形
式
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
。
形
式
を
逸
脱

し
て
も
参
列
し
た
い
と
の
感
情
的
動
機
は
、
視
覚
化
さ
れ
た
参
列
で
は
な
く
、
個
別
化
さ
れ
、
参
列
し
た
人
の
感
情
を
充
足
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
故
人
と
の
「
別
れ
」
を
実
感
さ
せ
、
故
人
の
「
死
」
の
受
け
入
れ
と
い
う
感
情
の
内
面
化
を
助

け
る
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
故
人
の
知
り
合
い
が
、
故
人
の
「
死
」
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
儀
礼
が
現
代
の
葬
儀
で
あ
る
と
い

え
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
出
現
は
家
族
葬
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
現
実
を
踏
ま
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
葬
儀
が
個
人
的

な
「
別
れ
」
を
も
と
め
る
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

葬
儀
は
少
な
く
と
も
近
世
以
降
に
は
地
縁
的
関
係
を
基
に
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
の
幕
末
に
「
仮
葬
礼
」

「
本
葬
礼
」
の
記
録
が
あ
る
（「
文
久
二
年　

釋
尼
知
貞
死
去
仮
葬
留
帳　

青
木
久
八
」『
岐
阜
県
史
』
所
収
〔
岐
阜
県　

一
九
七
二　

三
四
〇
～
三
五
五
〕）。「
仮
葬
礼
」
で
は
一
族
が
、「
本
葬
礼
」
で
は
故
人
を
村
人
が
送
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
葬
儀
は
地
縁
的
社
会
で

の
「
死
」
の
認
知
も
目
的
の
一
つ
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
林　

二
〇
一
六
〕。
さ
ら
に
も
う
少
し
踏
み
込
む
な
ら
ば
、
地
縁

的
社
会
か
ら
の
喪
失
の
演
出
の
必
要
性
が
、
地
縁
的
関
係
性
の
中
で
の
葬
儀
と
い
う
形
を
と
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
演
出
が

コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
視
覚
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
で
は
故
人
の
生
前
に
お
け
る
地
縁
的
社
会
で
の
位
置
づ
け
は
低
下
し
て

い
る
。
香
川
県
坂
出
市
府
中
町
西
福
寺
西
班
で
は
、
隣
組
は
同
行
（
ド
ウ
ギ
ョ
ウ
）
と
呼
ば
れ
機
能
し
て
い
る
が
、
世
代
交
代
が
進
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む
中
で
、
同
行
に
加
入
し
な
い
家
も
出
て
き
て
、
ま
た
生
活
上
の
繋
が
り
も
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
）

の
祖
母
の
葬
儀
は
同
行
に
よ
る
葬
儀
で
は
あ
っ
た
が
、
同
行
の
関
わ
り
方
が
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
に
行
わ
れ
た
祖
父
の
葬
儀
よ

り
も
簡
略
化
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
祖
父
の
葬
儀
の
と
き
に
は
棺
を
運
び
入
れ
る
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
ア
ラ
ナ
ワ
（
荒
縄
）
も
用
意

さ
れ
た
。
こ
れ
は
納
棺
の
時
に
、
親
族
が
た
す
き
に
か
け
る
魔
除
け
だ
が
、
祖
母
の
葬
儀
の
時
に
は
用
意
さ
れ
な
か
っ
た
。
確
認
し

た
と
こ
ろ
、
こ
の
八
年
の
間
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
間
に
代
が
替
わ
っ
た
家
の
中
で
同
行
か
ら
抜

け
る
家
が
何
軒
か
出
て
き
て
お
り
、
同
行
の
繋
が
り
も
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
古
老
は
嘆
い
て
い
た
。
地
縁
的
な
繋
が
り
の
低
下
は
、

葬
家
の
孤
立
化
を
招
く
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
維
持
が
困
難
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
旧
来
の
地
縁
的
関
係
性
の
瓦
解
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
人
口
流
動
で
、
そ
も
そ
も
の
地
縁
的
な
繋
が
り
が
低
い

場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
地
縁
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
低
下
し
、
さ
ら
に
は
葬
儀
を
視
覚
化
す
る
必
要
も
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
父
の
場
合
は
ま
さ
に
後
者
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
社
会
」
は
地
縁
的
な
も
の
に
限
ら
な
い
。
社
縁
で
あ
っ
て
も
同
じ

こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
退
職
し
て
数
十
年
経
っ
て
い
れ
ば
、
会
社
と
の
関
係
性
も
す
で
に
無
い
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
葬
儀
に
参

列
す
る
人
の
個
人
化
が
背
景
に
あ
る
と
い
え
る
。
高
齢
で
声
を
か
け
る
人
が
い
な
い
こ
と
、
父
の
葬
儀
は
藤
沢
市
で
行
っ
た
が
、
父

は
こ
の
地
域
で
社
会
性
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
（
こ
の
件
に
関
し
て
は
後
述
す
る
）、
こ
の
二
つ
が
家
族
葬
を
選
択
し
た
理
由
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
谷
尚
紀
は
「
葬
送
習
俗
の
民
俗
変
化
２
」
に
お
い
て
、「
長
い
日
本
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
葬
儀
の
作
業
を
担

う
中
心
的
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
間
に
つ
い
て
の
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
時
間
幅
の
な
か
で
の
転
換
過
程
を
こ
こ

に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
古
代
中
世
の
血
縁
中
心
か
ら
近
世
近
代
の
地
縁
中
心
へ
そ
し
て
現
代
近
未
来
の
無
縁
中
心
へ
、
と
い
う
三

波
展
開
が
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
変
遷
史
の
中
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
通
貫
し
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に

生
の
密
着
関
係
で
あ
る
血
縁
的
関
係
者
が
同
時
に
死
の
密
着
関
係
者
で
あ
り
葬
儀
の
基
本
的
な
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
近
年
「
家
族
葬
」
と
い
う
言
い
方
が
広
ま
っ
て
き
て
お
り
、
身
近
な
家
族
だ
け
で
簡
素
な
葬
儀
を
あ
げ
る
と
い
う
例
が
増
え
て

五
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き
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
現
在
の
動
向
も
こ
の
こ
と
を
よ
く
表
す
一
つ
の
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
指
摘
す
る

〔
新
谷　

二
〇
一
五
ｂ　

八
六
〕。
新
谷
が
「
無
縁
」
と
す
る
も
の
は
、「
伝
統
的
で
あ
っ
た
相
互
扶
助
の
関
係
に
お
け
る
無
償
の
地
縁

的
な
世
話
協
力
と
い
う
関
係
か
ら
、
新
た
に
有
償
の
金
銭
に
よ
る
い
わ
ば
無
縁
的
な
葬
祭
業
者
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
購
入
へ
」
と

の
文
脈
か
ら
〔
新
谷　

二
〇
一
五
ｂ　

八
六
〕、
故
人
と
普
段
の
生
活
で
は
無
関
係
の
存
在
で
あ
り
、
対
価
と
し
て
の
金
銭
が
介
在
す

る
葬
儀
社
と
の
関
係
性
を
意
味
す
る
。
中
世
の
弔
い
は
血
縁
が
主
体
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
勝
田
至
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
〔
勝
田　

二
〇
〇
三
〕。
近
世
以
降
、
地
縁
的
な
繋
が
り
の
中
で
葬
儀
は
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
新
谷
は
「
高
度
経
済
成
長
期

以
降
の
葬
儀
の
変
化
の
中
心
は
葬
祭
業
者
の
分
担
部
分
の
増
大
化
」
と
指
摘
す
る
〔
新
谷　

二
〇
一
五
ａ　

五
七
〕。
高
度
経
済
成

長
期
に
人
口
流
動
が
大
き
く
な
り
、
ま
た
地
縁
性
が
希
薄
化
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
地
縁
的
な
相
互
扶
助
に
よ
る
葬
儀
の
執
行
か

ら
、
執
行
者
と
し
て
の
役
割
が
、
有
償
の
葬
祭
業
者
が
行
う
よ
う
に
な
る
こ
と
は
必
然
で
あ
ろ
う
。「
社
会
」
と
い
う
組
織
が
介
在

し
て
演
出
さ
れ
た
葬
儀
を
葬
家
だ
け
で
行
う
に
は
、
い
く
ら
規
模
を
縮
小
し
た
と
し
て
も
無
理
が
あ
る
。
葬
祭
業
者
は
あ
く
ま
で
有

償
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
無
縁
で
あ
る
。
旧
来
の
葬
儀
で
は
棺
作
り
な
ど
葬
儀
の
執
行
・
演
出
の
多
く
は

隣
組
が
行
い
、「
親
戚
は
口
出
す
な
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
地
縁
的
社
会
が
瓦
解
す
る
こ
と
は
、
葬
儀
負
担
を
家
族
に
背

負
い
こ
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
行
き
つ
く
先
が
家
族
葬
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
人
間
関
係
の
多
様
化
か
ら
、
故
人
と
の
関
係
性
も

個
人
化
し
て
き
た
。
こ
の
関
係
性
に
基
い
て
葬
儀
は
行
わ
れ
る
。
新
谷
は
こ
れ
を
「
生
の
密
着
関
係
」
と
表
現
し
た
と
考
え
る
。

社
会
的
関
係
性
の
低
下
が
、
地
域
的
な
「
無
縁
化
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
筆
者
は
か
つ
て
、
葬
儀
の
意
味
と
し
て
、「
遺
体

処
理
」
と
「
魂
の
送
り
」
を
あ
げ
た
〔
林　

二
〇
一
六
〕。「
魂
の
送
り
」
の
中
に
は
、「
社
会
か
ら
の
送
り
」
の
意
味
が
含
ま
れ
る
。

こ
の
場
合
の
「
社
会
」
は
、
そ
の
時
代
の
人
の
つ
な
が
り
方
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
血
縁
を
重
視
す
る
社
会
で
は
、
血
縁
に
よ
る
葬
儀

が
行
わ
れ
、
故
人
は
血
縁
者
と
し
て
の
地
位
を
現
世
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
地
縁
性
が
重
視
さ
れ
る
場
合
に
は
、
地
縁
的
社
会
か
ら
の

喪
失
の
確
認
（
追
放
）
と
血
縁
者
と
し
て
の
地
位
の
喪
失
の
両
方
が
行
わ
れ
る
と
い
え
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
葬
儀
の
執
行
主
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体
で
あ
る
隣
組
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
低
下
は
、
葬
儀
の
執
行
を
困
難
に
し
、
葬
家
の
孤
立
化
を
招
く
。
さ
ら
に
は
、
故
人
と
社
会
と

の
関
係
性
の
低
下
か
ら
、
地
縁
的
意
味
で
の
故
人
の
喪
失
の
演
出
の
必
要
性
は
な
く
な
る
。
家
族
葬
は
高
齢
化
と
無
縁
化
を
背
景
と

す
る
葬
儀
形
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
葬
儀
に
対
す
る
意
識
変
化
が
か
ぶ
さ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
世
で
は
な
い
あ
の
世
へ

送
る
こ
と
が
、
そ
れ
ま
で
の
儀
礼
の
中
心
で
あ
っ
た
も
の
が
、「
別
れ
」
の
儀
礼
と
し
て
の
比
重
が
強
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
、
家
族
葬
に
対
す
る
批
判
が
出
て
く
る
。
二
〇
一
八
年
二
月
十
一
日
の
朝
日
新
聞
で
「
弔
い
の
あ
り
方
」
と
の
特
集
が
組

ま
れ
、
そ
こ
に
大
阪
府
岸
和
田
市
の
主
婦
の
興
味
深
い
投
稿
が
あ
っ
た
。
母
の
遺
言
で
「
家
族
だ
け
で
見
送
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
わ

れ
、
そ
の
通
り
に
し
た
と
こ
ろ
、「「
友
達
だ
っ
た
。
お
別
れ
を
言
い
た
い
。
そ
れ
を
遮
る
の
は
お
か
し
い
」
と
言
わ
れ
た
。」
と
い

い
、
約
一
五
〇
名
で
送
っ
た
「
父
親
の
時
の
ほ
う
が
す
っ
き
り
と
心
の
整
理
が
で
き
」
た
と
い
う
。
葬
儀
に
第
三
者
に
よ
る
「
別

れ
」
の
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
と
し
て
の
喪
失
感
の
心
の
整
理
を
行
う
た
め
の
儀
礼
と
し
て
の
意
味
合
い

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
筆
者
の
父
の
場
合
は
参
列
す
る
人
が
い
な
い
と
考
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
投
書
で
は
友
達
に
参
列
す
る
余
裕

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、「
友
人
」
に
「
別
れ
」
の
儀
礼
と
し
て
の
葬
儀
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
後
は
親
族
側

が
納
得
す
る
葬
儀
に
で
き
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。

（
二
）
無
宗
教
葬
と
い
う
選
択

父
は
宗
教
や
信
仰
と
い
う
も
の
と
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
っ
た
。
信
仰
心
が
低
下
し
て
形
骸
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
年
中
行
事
に

も
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
父
で
あ
っ
た
の
で
、
母
か
ら
「
仏
式
で
葬
儀
を
あ
げ
て
、
仏
教
の
世
界
に
送
っ
た
ら
か
わ

い
そ
う
」
と
の
言
葉
が
あ
っ
た
。「
仏
式
で
送
る
」
こ
と
が
父
へ
の
不
義
理
に
は
な
ら
な
い
か
と
の
懸
念
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
こ
で
無
宗
教
葬
を
提
案
し
た
。

こ
こ
で
故
人
の
「
生
」
の
あ
り
方
と
葬
儀
の
形
と
の
連
関
を
み
て
と
れ
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
、
テ
ニ
ス
好
き
で
テ
ニ
ス
部
の

顧
問
を
や
っ
て
い
た
筆
者
の
同
僚
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
葬
儀
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
が
テ
ニ
ス
ラ
ケ
ッ
ト
・
ボ
ー
ル
の
展
示
や
テ
ニ
ス

七
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ウ
ェ
ア
を
飾
る
な
ど
、
テ
ニ
ス
一
色
で
あ
り
、
遺
影
以
上
に
、
故
人
の
メ
モ
リ
ア
ル
と
な
っ
て
い
た
。
山
田
慎
也
は
祭
壇
に
生
花
祭

壇
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、「
生
前
の
個
性
を
直
接
的
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
祭
壇
に
お
い
て
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は

あ
く
ま
で
も
死
者
の
生
前
の
功
績
や
生
涯
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
々
の
死
者
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
死
者
の
行
方
や
来
世

に
関
す
る
観
念
は
ほ
と
ん
ど
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
る
〔
山
田　

二
〇
〇
一　

一
三
二
〕。
生
花
祭
壇
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

の
可
変
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、
山
田
の
指
摘
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
右
の
テ
ニ
ス
尽
く
し
の
展
示
は
、
実
物
で
あ
り
、
祭
壇
変
化

だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
山
田
の
指
摘
も
首
肯
で
き
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
生
花
祭
壇
の
登
場
は
「
ら
し
さ
」

の
演
出
が
自
在
に
な
っ
た
と
い
う
技
術
的
問
題
が
、
感
情
的
問
題
を
解
決
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
前
に
、
葬
儀
で
は
故

人
の
「
ら
し
さ
」
が
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
無
宗
教
葬
も
そ
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
旧
来
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

よ
る
形
の
固
定
化
か
ら
、
個
別
化
に
よ
る
多
様
化
へ
と
の
動
き
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、「
仏
式
で
や
る
と
…
」
の
問
題
で
あ
る
が
、「
送
り
」
の
感
覚
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
発
言
で
あ
る
。「
送
る
」
形
式
が
故
人

の
行
方
を
左
右
す
る
と
い
う
送
る
側
の
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。
葬
儀
で
の
も
っ
と
も
核
と
な
る
血
縁
者
に
と
っ
て
は
、
旧
来
の
「
送

り
」
の
感
覚
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。
つ
ま
り
、
故
人
ら
し
さ
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
葬
儀
の
主
体
は

あ
く
ま
で
も
遺
族
で
あ
り
、
遺
族
が
故
人
を
ど
の
よ
う
に
「
送
る
」
の
か
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
縁
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
が
な
い
場
合
に
は
、
遺
族
の
思
い
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
、
故
人
ら
し
さ
の
演
出
も
こ
の
方
向
線
上
に
あ
る
と
い

え
る
。

と
こ
ろ
が
、
無
宗
教
葬
の
決
定
は
簡
単
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
母
の
思
い
が
揺
れ
動
い
た
の
で
あ
る
。
父
の
出
身
は
埼
玉
県
児
玉

郡
神
川
町
渡
瀬
で
あ
り
、
当
該
地
域
に
は
位
牌
分
け
の
習
俗
が
あ
る
〔
林　

一
九
九
三
〕。
父
の
実
家
の
仏
壇
の
扉
に
紙
位
牌
が
張

り
付
け
て
あ
っ
た
の
を
筆
者
も
見
て
い
る
し
、
ま
た
、
父
方
の
祖
父
母
の
四
十
九
日
に
漆
の
位
牌
や
紙
位
牌
が
兄
弟
に
配
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
父
方
の
祖
父
母
や
す
で
に
鬼
籍
に
入
っ
た
父
の
兄
弟
の
漆
塗
り
の
位
牌
や
紙
位
牌
が
藤
沢
の
家
に
あ
る
。
マ
ン
シ
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ョ
ン
ゆ
え
仏
壇
は
な
い
が
、
食
器
棚
の
一
部
を
仏
壇
代
わ
り
に
し
て
お
り
、
父
が
毎
朝
、
水
や
ご
飯
を
代
え
て
い
た
と
い
う
。

父
は
定
年
す
る
と
母
の
実
家
の
あ
る
香
川
に
移
り
住
ん
だ
。
母
は
仕
事
の
関
係
で
、
香
川
と
藤
沢
を
月
に
半
分
ず
つ
往
復
す
る
生

活
を
送
っ
て
い
た
が
、
母
方
の
祖
父
母
が
亡
く
な
っ
た
後
も
父
は
香
川
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
に
仏
壇
の
水
や
ご
飯
を
代

え
て
い
た
か
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
筆
者
が
帰
省
し
た
と
き
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
所
を
見
た
記
憶
は
な
い
。

父
が
弱
っ
て
き
て
、
月
に
半
分
で
あ
る
に
し
て
も
一
人
暮
ら
し
を
さ
せ
る
の
は
不
安
に
な
り
、
藤
沢
に
呼
び
寄
せ
た
の
が

二
〇
一
四
年
秋
で
あ
る
。
藤
沢
で
は
棚
の
位
牌
へ
水
・
ご
飯
を
毎
朝
代
え
る
の
を
日
課
と
し
て
い
た
よ
う
だ
。
長
ら
く
病
院
や
施
設

に
い
た
の
で
こ
の
こ
と
を
母
は
忘
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
突
然
思
い
出
し
、
無
宗
教
葬
を
翻
意
し
た
。
筆
者
は
母
の
気
の
す
む
形
で

葬
儀
を
あ
げ
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
こ
の
こ
と
は
母
に
も
伝
え
て
い
た
の
で
、
そ
れ
な
ら
そ
の
よ
う
に
と
答
え
た
。
し
か

し
、
実
は
無
宗
教
葬
で
と
決
め
た
と
き
に
、
筆
者
に
は
心
懸
か
り
が
あ
っ
た
。
父
は
香
川
県
仲
多
度
郡
多
度
津
町
に
あ
る
勝
林
寺
に

あ
る
母
方
の
「
先
祖
代
々
の
墓
」
に
入
る
つ
も
り
で
い
た
。
寺
墓
に
入
る
の
に
無
宗
教
葬
で
行
う
こ
と
を
、
寺
が
認
め
る
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
母
が
翻
意
し
た
こ
と
で
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
問
題
は
解
決
し
た
形
に
な
り
、
話
し
は
こ
れ
以
上
具
体
化
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
何
よ
り
も
、
母
も
筆
者
も
こ
の
段
階
で
話
し
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
。

　三
、
父
の
死
と
葬
儀
の
段
取
り

（
一
）
父
の
死

八
月
二
十
六
日
、
朝
母
と
施
設
へ
行
く
。
父
は
呼
吸
が
粗
く
、
時
々
呼
吸
が
と
ま
る
。
看
護
師
が
い
う
に
は
、
呼
吸
が
と
ま
る
時

間
が
長
く
な
り
、
や
が
て
終
焉
を
迎
え
る
の
だ
そ
う
だ
。
そ
れ
で
も
本
人
は
苦
し
く
な
い
と
医
者
も
看
護
師
も
い
う
。
そ
の
理
由
は

眉
間
に
皺
が
よ
っ
て
な
い
か
ら
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
う
長
く
は
な
い
こ
と
を
実
感
し
な
が
ら
も
、
高
齢
の
母
の
体
力
温
存
の
た

九
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め
に
、
施
設
に
は
一
時
間
程
い
て
帰
宅
し
た
。

午
後
三
時
半
前
に
施
設
か
ら
父
の
呼
吸
が
止
ま
っ
た
と
の
連
絡
が
入
る
。
す
ぐ
さ
ま
妹
に
連
絡
を
入
れ
、
母
と
施
設
へ
か
け
つ
け

た
。
こ
の
時
、
湯
灌
で
の
着
替
え
の
準
備
を
母
に
言
う
の
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。
藤
沢
の
家
は
マ
ン
シ
ョ
ン
ゆ
え
、
自
宅
に
帰

る
こ
と
は
難
し
い
。
着
替
え
は
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
な
る
。
施
設
で
看
護
師
に
着
替
え
に
つ
い
て
言
わ
れ
、
あ
わ
て
て
取
り
に
も
ど

る
が
、
途
中
で
訪
問
医
が
死
亡
確
認
に
来
た
と
の
連
絡
が
入
り
、
Ｕ
タ
ー
ン
す
る
。
施
設
に
着
く
と
医
師
が
死
亡
診
断
書
を
書
い
て

待
っ
て
い
て
く
れ
た
。
十
五
時
五
十
五
分
に
死
亡
を
確
認
し
た
と
の
こ
と
。
死
亡
診
断
書
の
死
亡
事
由
は
「
誤
嚥
性
肺
炎
」
で
あ
っ

た
。医

師
に
御
礼
を
言
っ
て
、
改
め
て
、
服
を
取
り
に
帰
る
。
死
装
束
は
白
い
着
物
に
手
甲
・
脚
絆
と
い
う
旅
姿
と
す
る
こ
と
が
旧
来

の
形
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
あ
の
世
へ
の
旅
を
視
覚
化
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
看
護
師
に
尋
ね
て
み
た
ら
、
最
近
は
故
人
の
お
気
に

入
り
の
服
や
故
人
ら
し
い
服
な
ど
を
着
せ
る
こ
と
が
多
い
と
の
こ
と
。
何
を
着
せ
る
べ
き
か
。「
ら
し
い
」
を
演
出
す
る
の
は
遺
族

で
あ
り
、
自
ら
が
納
得
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。「
送
る
」
た
め
の
「
ら
し
さ
」
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
「
送

り
」
は
旅
で
は
な
く
、
我
々
の
中
に
な
る
観
念
の
問
題
で
あ
っ
た
。
咄
嗟
に
、
ス
ー
ツ
が
思
い
浮
か
ぶ
。

施
設
に
戻
っ
た
ら
、
妹
が
来
て
い
た
。
看
護
師
が
こ
れ
か
ら
体
を
き
れ
い
に
す
る
か
ら
、
そ
の
間
に
葬
儀
社
と
連
絡
を
と
っ
て
く

だ
さ
い
と
空
い
て
い
た
個
室
が
あ
て
が
わ
れ
る
。
親
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
湯
灌
が
、
家
族
を
隔
離
し
て
行
う
こ
と
に
違
和
感

を
覚
え
た
が
、
祖
父
母
の
と
き
も
病
院
側
で
や
っ
て
く
れ
た
か
ら
、
最
近
の
や
り
方
で
あ
る
と
理
解
し
た
（
後
に
葬
儀
社
と
の
相
談

の
中
で
、
別
に
き
ち
ん
と
湯
灌
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
知
る
）。
こ
の
間
に
、
母
が
加
入
し
て
い
る
青
色
申
告
会
に
電
話
し
て
、
葬
儀

社
を
紹
介
し
て
も
ら
う
段
取
り
を
と
る
。
そ
れ
が
五
時
。
こ
の
時
に
斎
場
を
ど
こ
に
す
る
か
を
聞
か
れ
た
。
親
族
だ
け
で
執
り
行
い

た
い
旨
を
話
し
た
ら
、
場
所
か
ら
い
っ
て
、
火
葬
場
も
近
い
藤
沢
橋
総
合
斎
場
が
い
い
で
し
ょ
う
と
言
わ
れ
、
そ
の
通
り
に
決
め
た
。

と
は
い
え
、
ど
の
よ
う
な
斎
場
で
あ
る
か
確
認
し
て
い
る
余
裕
な
ど
な
い
。
斎
場
が
決
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
折
り
返
し
、
葬
儀
社
か
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ら
電
話
さ
せ
る
と
の
こ
と
。
斎
場
を
決
め
る
と
葬
儀
社
が
決
ま
る
。
電
話
し
な
が
ら
、
葬
儀
社
が
決
ま
っ
て
、
斎
場
が
決
ま
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
逆
で
あ
る
こ
と
に
驚
い
た
が
、
葬
儀
社
が
運
営
す
る
斎
場
が
あ
る
こ
と
を
考
え
た
ら
当
然
だ
。

（
二
）
葬
儀
社
と
の
最
初
の
や
り
と
り
と
野
辺
の
送
り

①
葬
儀
社
と
の
最
初
の
や
り
と
り

五
時
十
五
分
頃
、
葬
儀
社
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。
あ
ら
た
め
て
斎
場
を
ど
こ
に
す
る
の
か
と
、
寝
台
車
の
手
配
、
遺
体
の

安
置
場
を
ど
こ
に
す
る
か
の
相
談
と
な
っ
た
。
す
で
に
、
母
と
は
話
し
が
つ
い
て
い
た
の
で
、
遺
体
は
斎
場
で
の
保
管
希
望
を
伝
え

る
。
時
間
が
遅
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
明
日
、
午
前
中
に
葬
儀
社
の
担
当
者
が
う
ち
に
来
て
、
具
体
的
な
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
葬
儀
社
は
Ｋ
社
で
あ
る
。
Ｋ
社
は
互
助
会
で
あ
る
が
、
互
助
会
だ
け
で
は
な
く
、
葬
儀
社
と
し
て
も
独
立
し
た
営
業
を

行
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
筆
者
の
家
は
互
助
会
に
は
加
入
し
て
い
な
い
が
、
藤
沢
橋
総
合
斎
場
は
Ｋ
社
の
直
営
斎
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

必
然
的
に
Ｋ
社
と
な
っ
た
。
互
助
会
で
あ
り
な
が
ら
、
葬
祭
業
も
独
自
に
行
う
と
い
う
業
態
を
と
る
互
助
会
は
多
い
よ
う
で
あ
る
。

菅
野
章
一
は
「
地
域
に
お
け
る
生
活
型
企
業
と
し
て
発
展
す
る
冠
婚
葬
祭
互
助
会
の
情
報
シ
ス
テ
ム
」
の
中
で
、「
互
助
会
は
、
企

業
グ
ル
ー
プ
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め
会
員
を
募
集
す
る
互
助
会
社
と
婚
礼
や
葬
儀
を
施
行
す
る
会
社
が
別
々
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
多
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
〔
菅
野　

一
九
九
二　

八
二
〕、
ま
さ
に
別
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
非
会
員
も
受
け
付
け
る
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
地
元
の
葬
儀
社
に
頼
む
と
、
ま
た
違
う
運
び
に
な
る
の
だ
ろ
う
し
、
Ｋ
社
直
営
式
場
は
使
え
な
か
っ
た
ろ
う
。
生

憎
、
も
と
も
と
の
藤
沢
住
ま
い
で
は
な
く
、
地
元
密
着
の
葬
儀
社
は
知
ら
な
い
。

明
日
の
打
ち
合
わ
せ
の
時
ま
で
に
、
う
ち
（
＝
葬
家
）
で
用
意
す
る
物
と
し
て
、
死
亡
診
断
書
・
印
鑑
（
預
け
る
の
で
三
文
判
で

よ
い
と
）・
火
葬
料
一
万
円
、
遺
影
に
使
う
写
真
と
言
わ
れ
る
。
電
話
だ
け
で
二
十
分
程
度
か
か
っ
た
。
最
後
に
、
施
設
の
住
所
を

伝
え
、
寝
台
車
に
来
て
も
ら
う
手
は
ず
を
整
え
た
。
寝
台
車
が
到
着
す
る
ま
で
、
一
時
間
か
ら
一
時
間
半
か
か
る
と
言
わ
れ
る
。

一
一
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②
湯
灌
か
ら
出
棺
ま
で

ほ
ど
な
く
、
仕
度
が
で
き
た
と
看
護
師
が
我
々
の
部
屋
に
告
げ
に
来
た
。
き
れ
い
に
髭
も
そ
ら
れ
、
見
事
な
ス
ー
ツ
姿
。
し
か
し
、

が
り
が
り
に
痩
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
ど
う
に
も
服
が
大
き
す
ぎ
る
。
こ
こ
で
看
護
師
が
死
亡
診
断
書
の
コ
ピ
ー
五
部
を
渡
し

て
く
れ
た
、
死
亡
診
断
書
は
い
ろ
い
ろ
と
手
続
き
に
必
要
と
な
る
が
、
原
本
は
葬
儀
社
に
出
し
た
ら
返
っ
て
こ
な
い
の
で
コ
ピ
ー
が

あ
る
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
原
本
は
役
所
に
提
出
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
同
時
に
死
亡
届
の
用
紙
の
コ
ピ
ー
も
二
部
渡

さ
れ
た
。
ま
ず
下
書
き
を
し
て
、
そ
れ
を
葬
祭
業
者
に
見
せ
て
、
Ｏ
Ｋ
が
で
た
ら
、
清
書
し
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
る
。
い
き
な
り

書
い
て
間
違
え
る
と
ま
ず
い
の
で
、
予
備
を
用
意
し
て
く
れ
た
。

寝
台
車
が
着
く
ま
で
、
母
と
妹
と
三
人
で
父
の
側
に
い
た
。
普
段
、
施
設
の
冷
房
は
そ
れ
程
で
も
な
い
の
だ
が
、
さ
す
が
に
全
開

で
あ
る
。
父
が
い
た
の
は
施
設
の
二
階
。
二
階
の
住
人
は
す
べ
て
一
階
に
移
動
し
て
い
た
。
施
設
ゆ
え
の
入
居
者
へ
の
配
慮
だ
ろ
う
。

真
夏
ゆ
え
仕
方
が
な
い
が
、
こ
ち
ら
が
寒
く
な
る
程
だ
。
寝
台
車
が
到
着
し
た
の
が
午
後
六
時
四
十
分
。
職
員
は
一
人
。
タ
ン
カ
に

載
せ
て
運
ぶ
の
は
さ
す
が
に
一
人
じ
ゃ
無
理
と
い
う
こ
と
で
、
頭
の
部
分
は
自
分
が
責
任
を
持
つ
か
ら
、
足
の
部
分
を
手
伝
っ
て
く

だ
さ
い
と
言
わ
れ
、
施
設
の
責
任
者
と
筆
者
が
足
の
方
を
持
っ
た
。
施
設
ゆ
え
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
つ
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
車
椅
子

用
で
あ
り
、
タ
ン
カ
は
入
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
階
段
を
降
り
る
こ
と
に
。
階
段
下
に
は
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
が
置
か
れ
て
い
た
。
タ
ン

カ
を
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
乗
せ
、
寝
台
車
へ
。
父
は
寝
台
車
で
斎
場
へ
一
人
向
か
っ
た
。
こ
の
時
、
施
設
責
任
者
と
看
護
師
が
見
送

り
に
出
て
く
れ
た
。
我
々
が
帰
宅
し
た
の
は
七
時
過
ぎ
で
あ
る
。
帰
宅
後
、
夕
食
を
兼
ね
て
、
献
杯
す
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
飲
め
な
か

っ
た
。

葬
儀
の
仕
切
り
は
葬
儀
社
が
や
っ
て
く
れ
る
が
、
親
戚
へ
の
連
絡
な
ど
は
自
分
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て
は
隣
組
の

人
が
二
人
一
組
に
な
っ
て
、
親
戚
に
連
絡
に
ま
わ
っ
た
と
い
う
話
し
は
各
地
で
聞
い
て
い
る
し
、
多
く
の
報
告
書
に
も
記
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
筆
者
が
直
接
知
る
限
り
は
電
話
で
葬
家
が
直
接
連
絡
を
入
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
家
族
に
は
、
悲
し
ん

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス

　
第
二
十
巻

　
第
一
号

一
二



で
い
る
暇
は
な
い
。
連
絡
先
は
親
戚
が
中
心
で
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
仕
事
を
休
む
た
め
に
、
母
と
妹
は
仕
事
先
に
連
絡
を
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
筆
者
は
夏
休
み
中
で
あ
り
、
仕
事
に
影
響
は
な
か
っ
た
。
祖
父
の
葬
儀
の
と
き
、「
何
で
連
絡
を
く
れ
な
か
っ
た
の
か
」

と
怒
鳴
り
こ
ん
で
き
た
親
戚
が
い
た
。
比
較
的
近
所
に
住
ん
で
い
た
が
、
親
も
筆
者
も
交
流
は
な
く
、
連
絡
先
か
ら
完
全
に
漏
れ
て

い
た
。
祖
父
は
高
校
の
校
長
を
勤
め
て
定
年
を
迎
え
た
こ
と
も
あ
り
地
元
新
聞
の
訃
報
欄
に
名
前
が
出
て
、
そ
れ
を
見
て
知
っ
た
と

の
こ
と
。
祖
父
は
ま
め
な
人
で
あ
り
、
肺
癌
で
余
命
宣
告
を
受
け
て
か
ら
、
重
要
な
も
の
を
風
呂
敷
に
ま
と
め
て
い
た
。
そ
の
中

に
、
連
絡
先
一
覧
が
添
え
て
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
の
方
に
あ
っ
た
親
戚
で
あ
る
。
こ
の
風
呂
敷
を
我
々
が
見
つ
け
た
の
は
、
祖
父
の

死
後
一
年
以
上
た
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
当
時
は
ま
だ
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
と
い
う
言
葉
も
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
残
さ
れ
た

者
の
た
め
に
、
き
ち
ん
と
情
報
を
残
す
重
要
性
を
感
じ
た
。
し
か
し
父
は
そ
の
よ
う
な
類
の
も
の
は
ま
っ
た
く
用
意
し
て
い
な
か
っ

た
。
父
は
そ
も
そ
も
関
心
が
な
か
っ
た
の
と
、
衰
え
が
急
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
経
験
も
あ
り
、
母
と
念
入
り
に
連
絡
先
を
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
家
族
葬
と
決
め
た
と
き
に
は
大
体
の
連
絡
先
を
考
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
段
階
で
具

体
的
な
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
と
な
っ
た
。
連
絡
を
行
っ
た
の
は
母
で
あ
る
。

勝
林
寺
に
も
連
絡
す
る
必
要
が
あ
る
。
墓
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
葬
儀
に
は
勝
林
寺
の
尼
僧
に
来
て
も
ら
う
か
、
近

所
の
臨
済
宗
の
僧
を
紹
介
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
何
度
電
話
を
か
け
て
も
連
絡
が
つ
か
な
い
。
母
は
「
も
う
い
い

よ
」
と
い
う
が
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
結
局
、
多
度
津
町
に
あ
る
林
求
馬
邸
の
管
理
を
し
て
く
れ
て
い
る
多
度
津
文
化
財
保
存
会
の

委
員
会
の
人
に
、
寺
の
情
況
の
確
認
を
と
る
口
実
に
し
て
電
話
す
る
。
そ
の
人
は
寺
の
尼
僧
と
も
懇
意
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
地

元
の
名
士
で
も
あ
る
。
こ
こ
の
ま
ま
だ
と
、
許
可
の
な
い
ま
ま
葬
儀
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、「
連
絡
を
と
り
た
が
っ
て

い
た
」
こ
と
の
ア
リ
バ
イ
作
り
だ
。
後
で
納
骨
を
拒
否
さ
れ
る
と
困
る
。
勝
手
な
こ
と
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
、
寺
院
の
顔
を
立

て
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
翌
日
に
は
具
体
的
に
葬
儀
の
内
容
が
決
ま
る
。
そ
れ
ま
で
に
連
絡
が
と
れ
な
か
っ
た
と

き
の
た
め
の
工
作
で
あ
っ
た
。
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結
局
、
埋
骨
の
と
き
に
仏
式
を
頼
め
ば
よ
い
の
で
は
と
、
母
と
勝
手
に
話
を
ま
と
め
て
し
ま
っ
た
。
ア
リ
バ
イ
を
作
っ
た
か
ら
、

そ
の
点
は
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
と
、
楽
観
的
に
考
え
た
。
寺
と
の
付
き
合
い
は
古
く
、
筆
者
も
子
ど
も
の
頃
か
ら
尼
僧
は
知
っ
て
い

る
。
結
局
、
当
初
の
予
定
通
り
無
宗
教
葬
で
や
る
こ
と
に
な
っ
た
。

③
通
夜

通
夜
を
ど
う
す
る
か
。
無
宗
教
葬
で
も
あ
る
し
必
要
な
い
だ
ろ
う
と
筆
者
は
母
に
伝
え
た
。
明
治
十
七
年
十
月
四
日
に
出
さ
れ
た

太
政
官
布
達
第
二
十
五
の
「
墓
地
及
埋
葬
取
締
規
則
」
第
三
條
に
「
死
體
ハ
死
後
二
十
四
時
間
ヲ
經
過
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
埋
葬
又
ハ

火
葬
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
あ
る
〔
内
閣
官
報
局　

一
九
七
六　

一
四
五
〕。
こ
れ
に
よ
り
「
死
」
の
確
認
か
ら
一
日
の
空
白
期

間
が
生
じ
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
行
事
が
現
在
の
通
夜
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
現
在
の
東
京
都
青
梅
市
小
曽

木
小
布
市
に
あ
た
る
南
小
曾
木
村
に
伝
わ
る
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
か
ら
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
か
け
て
、
市
川
庄
右

衛
門
が
記
し
た
『
市
川
家
日
記
』
の
中
で
は
、「
通
夜
」
の
語
句
が
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
死
亡
日
当
日
に
「
葬
礼
」
が
行
わ
れ
た

記
述
が
多
く
み
ら
れ
る
〔
市
川　

一
九
七
一
〕。
一
茶
の
父
は
死
の
翌
日
に
火
葬
さ
れ
た
が
、『
父
の
終
焉
日
記
』
に
も
「
通
夜
」
の

語
句
は
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
晩
に
何
等
か
の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
な
記
述
も
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
導
師
は
野

辺
の
送
り
の
直
前
に
到
着
す
る
の
で
あ
る
〔
小
林　

一
九
三
四　

五
六
～
六
一
〕。
さ
ら
に
は
、
祖
父
の
葬
儀
に
お
い
て
、
同
行
の

人
に
通
夜
の
時
間
の
確
認
し
た
と
き
に
、「
通
夜
は
や
ら
ん
」
と
言
わ
れ
、
驚
い
て
僧
に
伝
え
た
ら
、
こ
っ
ち
で
は
普
通
や
ら
な
い

か
ら
、
通
夜
に
は
来
な
い
と
言
わ
れ
た
。
葬
儀
の
準
備
が
終
わ
る
と
、
同
行
の
人
た
ち
は
皆
一
旦
家
に
帰
っ
た
が
、
午
後
六
時
頃
に

集
ま
っ
て
き
て
、
祭
壇
の
前
で
経
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
人
が
中
心
に
な
っ
て
唱
え
て
い
た
。
こ
の
時
、「
親
戚
は
お
ら
ん
で
え

え
が
」
と
言
わ
れ
、
我
々
は
別
の
部
屋
で
身
を
潜
め
て
い
た
。
こ
れ
は
所
謂
「
通
夜
」
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
も
あ
り
、
無
宗
教
葬
な
ら
な
お
さ
ら
通
夜
は
必
要
な
い
と
考
え
、
一
日
葬
と
し
た
。
た
だ
し
祖
母
の
時
に
は
、
祖
父
の
葬
儀

を
踏
ま
え
て
、
同
行
の
人
に
「
通
夜
は
や
ら
な
い
の
で
す
よ
ね
」
と
念
を
押
し
た
ら
、「
通
夜
を
や
ら
な
ん
だ
ら
、
葬
儀
に
な
ら
ん
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や
ろ
」
と
言
わ
れ
、
慌
て
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
平
成
七
年
と
平
成
十
五
年
の
八
年
の
間
の
変
化
で
あ
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
は

拙
著
『
近
代
火
葬
の
民
俗
学
』
で
触
れ
て
い
る
。

連
絡
が
終
わ
る
と
、
施
設
が
コ
ピ
ー
し
て
く
れ
て
い
た
死
亡
届
欄
の
下
書
き
を
母
に
し
て
も
ら
う
。
そ
こ
で
こ
の
日
の
仕
事
は
終

わ
り
。　

（
三
）
葬
儀
社
と
の
打
ち
合
わ
せ

①
葬
儀
日
程

八
月
二
十
七
日
、
Ｋ
社
の
担
当
者
が
打
ち
合
わ
せ
に
来
る
前
に
、
母
に
無
宗
教
葬
と
し
た
が
、
焼
香
や
位
牌
を
ど
う
し
た
い
の
か

確
認
を
し
た
。
か
つ
て
知
人
の
無
宗
教
葬
で
焼
香
と
白
木
の
位
牌
が
あ
っ
た
の
を
見
て
い
て
、
無
宗
教
葬
で
も
頼
め
ば
焼
香
や
位
牌

は
準
備
で
き
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
母
は
焼
香
が
な
い
と
、「
送
っ
た
」
気
分
に
な
れ
な
い
と
い
う
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
す

で
に
、
仏
教
の
民
俗
土
着
化
の
視
点
で
論
文
を
書
い
て
い
る
〔
林　

二
〇
一
一
〕。

約
束
通
り
十
時
半
に
Ｋ
社
の
担
当
者
が
来
た
。
葬
祭
一
級
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
資
格
を
持
つ
人
で
あ
る
。
青
色
申
告
会
経
由
だ
と

基
本
料
金
が
割
引
に
な
る
。
自
己
紹
介
の
後
、「
青
色
申
告
会
に
よ
る
基
本
料
金
割
引
で
の
葬
儀
を
ご
提
案
い
た
し
ま
す
」
と
言
い
、

そ
の
「
基
本
」
に
沿
う
形
で
、
具
体
的
に
話
し
が
進
ん
だ
。

ま
ず
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
日
程
で
あ
る
。
通
夜
な
し
の
一
日
葬
に
と
の
希
望
を
出
し
た
。
翌
日
の
二
十
八
日
は
、
藤
沢

総
合
斎
場
は
葬
儀
は
も
う
と
れ
な
い
と
の
こ
と
。
二
十
九
日
は
友
引
な
の
で
火
葬
場
が
休
み
、
そ
れ
ゆ
え
葬
儀
は
三
十
日
に
な
る
と

言
わ
れ
る
。
そ
う
言
わ
れ
る
と
従
う
し
か
な
く
、
葬
儀
は
三
十
日
に
決
定
。
担
当
者
は
そ
の
場
で
す
ぐ
に
火
葬
場
に
電
話
し
て
時
間

を
押
さ
え
、
火
葬
は
午
後
一
時
か
ら
に
決
ま
っ
た
。
次
に
斎
場
を
押
さ
え
る
。
火
葬
の
時
間
が
決
ま
ら
な
い
と
、
式
の
時
間
が
決
ま

ら
な
い
。
そ
の
た
め
火
葬
場
の
時
間
か
ら
押
さ
え
る
こ
と
に
な
る
。
火
葬
の
時
間
か
ら
逆
算
し
て
十
二
時
半
出
棺
、
式
は
十
一
時
半

開
始
。
親
族
は
十
時
半
集
合
と
事
務
的
に
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
決
ま
る
。
母
は
着
物
な
の
で
着
付
け
を
し
た
い
と
言
っ
た
ら
、
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十
時
に
来
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
無
宗
教
葬
ゆ
え
に
、
一
時
間
の
式
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
式
の
長
さ
は
担
当
者
が
決

め
た
。
無
宗
教
葬
と
い
う
こ
と
で
、
葬
儀
の
時
間
は
「
お
別
れ
の
会
」
と
し
て
、
一
般
的
に
一
時
間
程
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
か

つ
て
筆
者
が
関
わ
っ
た
無
宗
教
葬
で
は
、「
お
別
れ
の
会
」
は
三
十
分
で
あ
っ
た
。
着
物
の
着
付
け
は
、
母
が
主
宰
す
る
短
歌
会
の

お
弟
子
さ
ん
の
中
に
着
付
け
の
プ
ロ
が
い
て
、
そ
の
方
が
や
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
Ｋ
社
側
に
着
付
け
を
頼
む
必

要
は
な
か
っ
た
。

②
無
宗
教
葬
と
し
て
の
音
楽
葬
に

無
宗
教
で
「
お
別
れ
の
会
」
と
す
る
な
ら
ば
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
か
と
尋
ね
て
み
た
。
音
楽
を
流
し
た

り
、
プ
ロ
の
演
奏
家
を
呼
ん
で
演
奏
し
て
も
ら
っ
た
り
す
る
の
が
一
般
的
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
音
楽
を
流
す
」
と
言
わ
れ
、

JA
SRA

C

は
大
丈
夫
な
の
か
と
の
疑
問
を
抱
い
た
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
今
ま
で
問
題
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
う
ち
に

は
プ
ロ
の
ヴ
ィ
オ
リ
ニ
ス
ト
（
妹
）
が
い
る
。
担
当
者
に
よ
る
と
、
葬
儀
は
一
時
間
ほ
ど
だ
が
演
奏
で
き
る
の
は
三
十
分
程
度
に
な

る
と
い
う
。
話
し
の
流
れ
か
ら
、
単
な
る
「
無
宗
教
葬
」
で
は
な
く
、「
音
楽
葬
」
と
い
う
体
裁
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
妹
は
楽
器

が
自
宅
に
あ
る
の
で
取
り
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

担
当
者
が
帰
っ
た
後
だ
が
、
妹
とJA

SRA
C

の
問
題
が
ク
リ
ア
で
き
る
な
ら
、
実
際
に
演
奏
し
て
い
る
時
間
以
外
に
も
音
楽
を

流
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
葬
儀
だ
か
ら
レ
ク
イ
エ
ム
が
相
応
し
い
の
だ
が
、
多
く
の
作
曲
者
の
レ
ク
イ
エ
ム
に
は
「
怒
り
の

日
」
と
い
う
曲
が
入
っ
て
い
る
。
元
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
で
あ
る
が
、
レ
ク
イ
エ
ム
の
中
で
の
「
怒
り
の
日
」
は
、
か
な
り
イ
ン
パ

ク
ト
が
あ
り
怖
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
第
五
番
ア
ダ
ー
ジ
ェ
ッ
ト
か
フ
ォ
ー
レ
の
レ
ク
イ
エ
ム
を
提
案
し
た
。
妹

も
「
怒
り
の
日
」
は
怖
い
と
同
意
し
て
く
れ
た
が
、
マ
ー
ラ
ー
は
つ
ら
す
ぎ
る
、
と
い
う
こ
と
で
フ
ォ
ー
レ
に
決
ま
っ
た
。
フ
ォ
ー

レ
の
レ
ク
イ
エ
ム
に
は
「
怒
り
の
日
」
が
な
い
。
そ
こ
で
Ｃ
Ｄ
を
用
意
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
楽
器
を
取
り
に
帰
る
妹
に
家
か
ら
持

っ
て
き
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
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③
無
宗
教
葬
の
中
で
の
焼
香
と
位
牌

音
楽
葬
と
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
後
、
担
当
者
に
焼
香
と
位
牌
も
欲
し
い
と
伝
え
る
。
こ
れ
ら
は
葬
家
の
希
望
に
よ
っ
て
出
し
た

り
出
さ
な
か
っ
た
り
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
位
牌
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
尋
ね
た
ら
、「
俗
名
を
書
い
た
シ
ー
ル
を
、
シ
ー
ル

と
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
張
る
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
知
人
の
葬
儀
で
は
白
木
の
位
牌
に
紙
が
巻
か
れ
、
そ
こ
に
俗

名
が
書
か
れ
て
い
た
。

④
心
付
け

こ
の
段
階
で
親
族
が
ど
れ
だ
け
参
列
で
き
る
か
ど
う
か
わ
か
っ
て
い
な
い
。
火
葬
場
ま
で
の
乗
物
の
手
配
が
必
要
で
あ
る
。
斎
場

か
ら
手
配
し
た
の
で
は
遅
い
。
二
十
九
日
の
夕
方
ま
で
に
連
絡
し
て
く
れ
た
ら
、
タ
ク
シ
ー
の
手
配
は
し
て
く
れ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
、
タ
ク
シ
ー
に
対
す
る
心
付
け
が
気
に
な
っ
た
。
坂
出
市
で
の
葬
儀
の
と
き
に
は
心
づ
け
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

担
当
者
に
よ
る
と
、
横
浜
市
・
藤
沢
市
で
は
心
づ
け
は
や
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
か
。
火
夫
さ
ん
に
も
不
要
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

⑤
葬
儀
の
名
称

無
宗
教
葬
な
の
で
、「
告
別
式
」
で
よ
ろ
し
い
で
す
ね
、
と
尋
ね
ら
れ
た
。
会
葬
礼
状
や
立
看
板
の
表
示
で
必
要
に
な
る
。
筆
者

は
こ
の
問
い
か
け
に
驚
い
た
。
村
上
輿
匡
は
、「
大
正
期
東
京
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
の
変
化
と
近
代
化
」
の
中
で
、「
大
正
十
五
年

の
七
月
か
ら
九
月
の
東
京
朝
日
新
聞
の
葬
儀
広
告
四
六
例
中
三
九
例
（
八
四
・
七
％
）
が
告
別
式
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お
り
、
葬

列
の
廃
止
と
と
も
に
告
別
式
と
い
う
葬
儀
が
、
葬
列
に
代
っ
て
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
〔
村
上　

一
九
九
〇　

四
五
〕。
森
謙
二
は
『
墓
と
葬
送
の
現
在
』
の
中
で
、
近
代
社
会
の
葬
儀
を
「
死
者
と
生
者
の
「
別
れ
」
の
儀
礼
」
と

位
置
付
け
る
〔
森　

二
〇
〇
〇　

一
八
七
〕。
森
の
指
摘
は
葬
儀
の
意
味
の
問
題
で
あ
る
が
、「
別
れ
」
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、「
告
別
式
」
と
な
る
の
が
必
然
で
あ
り
、
村
上
の
研
究
が
そ
れ
を
証
左
し
て
い
る
の
で
、
筆
者
は
近
年
的
に
は
ほ
と
ん
ど
が

一
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「
告
別
式
」
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。

そ
こ
で
、
逆
に
聞
き
返
し
た
。
近
年
は
「
告
別
式
」
と
す
る
の
が
普
通
で
は
な
い
の
か
と
。
す
る
と
、
僧
や
牧
師
に
よ
っ
て
、

「
告
別
式
」
と
す
る
こ
と
を
嫌
が
り
、
仏
式
で
や
る
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
葬
儀
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
無
宗
教
葬
の
場

合
に
は
、
儀
礼
は
「
別
れ
」
が
中
心
に
な
る
の
で
、「
告
別
式
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
あ
ら
た
め

て
調
べ
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
担
当
者
の
口
ぶ
り
で
は
葬
儀
の
名
称
に
関
し
て
は
、
介
在
す
る
宗
教
者
に
よ
る
も
の
が
大

き
そ
う
で
あ
る
。

⑥
祭
壇

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
白
木
の
祭
壇
と
花
祭
壇
が
あ
っ
た
。
そ
の
形
や
大
き
さ
に
よ
っ
て
値
段
が
異
な
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
白
木

の
祭
壇
を
使
う
人
は
あ
ま
り
い
な
い
と
い
う
。
使
う
に
し
て
も
仏
式
の
葬
儀
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
無
宗
教
葬
の
場
合
、
花
祭
壇
の

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
提
案
さ
れ
た
。
母
も
同
意
す
る
。
家
族
葬
な
の
で
、
あ
ま
り
大
掛
か
り
な
も
の
は
必
要
が
な
い
と
考
え

て
い
た
が
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
写
真
を
見
る
と
、
一
番
小
さ
い
も
の
は
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
。
そ
れ
に
Ｋ
社
の
人
に
よ
る
と
、
棺
に

最
後
に
花
を
入
れ
る
と
き
に
足
り
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
祭
壇
と
は
別
に
生
花
が
必
要
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
必
要
な
だ

け
頼
む
な
ら
少
し
大
き
め
の
花
祭
壇
に
し
た
方
が
安
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
棺
に
生
花
を
入
れ
る
こ
と
が
前
提
で
話
し
が

進
ん
だ
。
た
だ
し
、
基
本
料
金
で
で
き
る
の
は
、
一
番
小
さ
い
サ
イ
ズ
の
も
の
で
あ
る
。
結
局
、
ラ
ン
ク
を
一
つ
あ
げ
る
こ
と
に
し

た
。
営
業
ト
ー
ク
だ
ろ
う
が
、
小
さ
い
の
は
よ
い
が
、
貧
相
に
し
た
く
な
い
と
の
心
理
を
つ
か
れ
た
形
だ
。

山
田
慎
也
は
「
葬
儀
に
お
け
る
祭
壇
は
、
東
京
の
場
合
、
遺
体
や
そ
れ
を
納
め
た
柩
の
前
に
香
炉
や
燭
台
、
枕
団
子
や
枕
飯
な
ど

を
並
べ
る
枕
机
が
発
展
し
た
も
の
」
と
い
い
〔
山
田　

二
〇
〇
一　

一
二
一
〕、
さ
ら
に
「
昭
和
初
期
に
は
、
か
ろ
う
じ
て
祭
壇
の

形
態
を
採
る
よ
う
に
な
る
が
、
当
時
の
祭
壇
に
は
装
飾
性
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
道
具
も
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
を
持
っ
て
お
り
、
決
し
て

装
飾
だ
け
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
〔
山
田　

二
〇
〇
一　

一
二
三
〕。
香
川
県
仲
多
度
郡
多
度
津
町
奥
白
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方
で
は
、
戦
後
し
ば
ら
く
も
祭
壇
は
な
く
、
座
棺
の
上
に
位
牌
な
ど
を
お
い
て
葬
儀
を
行
っ
た
と
い
う
（
筆
者
調
査
）。
祭
壇
の
一

般
化
は
そ
れ
ほ
ど
古
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

祖
父
母
の
葬
儀
の
と
き
に
は
、
ま
だ
白
木
祭
壇
が
一
般
的
で
あ
り
、
選
択
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
同
行
が
坂
出
市
か
ら
祭
壇
を
借

り
て
き
た
。「
林
さ
ん
と
こ
や
き
ん
、
一
番
え
え
や
つ
に
し
た
わ
」
と
言
わ
れ
る
。
葬
家
の
思
い
と
関
係
な
く
、
同
行
が
す
べ
て
決

め
た
。
社
会
の
中
で
の
位
置
づ
け
と
い
う
よ
り
、
う
ち
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
「
こ
う
あ
る
べ
き
（
は
ず
）」

と
の
世
間
的
な
認
識
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
林
家
が
坂
出
市
の
現
在
の
地
に
移
り
住
ん
だ
の
は
昭
和
四
〇
年
代
で
あ
り
、

同
行
と
の
社
会
的
関
係
性
は
比
較
的
新
し
い
。
祖
父
の
と
き
に
は
筆
者
が
家
に
着
い
た
と
き
に
は
祭
壇
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
の
で

わ
か
ら
な
い
が
（
筆
者
は
連
絡
を
受
け
て
、
早
朝
の
新
幹
線
で
帰
省
し
た
）、
祖
母
の
と
き
に
は
市
役
所
の
職
員
が
祭
壇
を
組
み
立

て
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
筆
者
も
部
屋
に
白
黒
の
幕
を
張
る
の
を
手
伝
っ
て
い
る
。
同
行
が
仕
切
る
葬
儀
で
は
、
ラ
ン
ク
は
勝
手
に

決
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
祭
壇
の
問
題
で
あ
り
、
葬
儀
の
形
は
定
型
化
さ
れ
て
い
る
。
同
行
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ

こ
に
個
人
化
の
余
地
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
葬
儀
が
隣
組
の
中
で
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
て
お
り
、
社
会
性
の

中
で
維
持
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
花
を
ど
う
す
る
か
、
高
齢
で
の
死
な
の
で
、
赤
を
入
れ
て
も
よ
い
と
母
。
確
か
に
、
田
舎
で
は
高
齢
者
が
亡
く
な
る
と
紅
白

の
花
が
使
わ
れ
る
。
具
体
的
な
花
の
名
前
は
わ
か
ら
な
い
が
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
あ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
写
真
が
よ
か
っ
た
の
で
、「
こ

の
よ
う
な
感
じ
で
」
と
話
し
を
進
め
た
。
花
祭
壇
に
す
る
場
合
、
花
に
詳
し
く
な
い
と
、
葬
儀
社
に
「
お
任
せ
」
に
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。

⑦
棺白

木
祭
壇
と
花
祭
壇
と
で
は
棺
が
異
な
る
と
い
う
。
花
祭
壇
用
の
棺
に
は
布
が
は
っ
て
あ
り
、
花
祭
壇
に
合
わ
せ
た
も
の
で
、
や

さ
し
い
感
じ
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
父
の
身
長
を
聞
か
れ
る
。
確
か
に
、
入
り
き
ら
な
か
っ
た
ら
ま
ず
い
し
、
当
然
の
質
問
だ
ろ
う
。

一
九
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父
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
。
そ
の
た
め
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
考
え
、「
普
通
で
す
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
意
外
な
返
答
が
あ
っ
た
。

人
は
亡
く
な
る
と
つ
ま
先
が
伸
び
、
背
伸
び
し
た
形
に
な
る
た
め
、
足
元
や
頭
に
花
を
入
れ
る
と
実
際
の
身
長
よ
り
高
く
な
り
、
棺

の
窓
に
顔
が
合
わ
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
棺
に
納
ま
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
顔
窓
に
顔
が
合
う
か
ど
う
か
が
問

題
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
趣
旨
は
想
定
外
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
棺
の
窓
に
顔
が
な
い
と
お
か
し
い
。
か
つ
て
は
座
棺
が
中
心
で
あ

り
、
顔
窓
が
必
要
に
な
る
の
は
寝
棺
の
広
が
り
と
別
れ
の
意
識
の
強
ま
り
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
イ
メ
ー
ジ
が
で

き
な
い
の
で
、
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
に
し
た
。

⑧
霊
柩
車

霊
柩
車
に
等
級
が
あ
る
の
は
知
っ
て
い
た
。
見
せ
ら
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
宮
型
と
西
洋
型
の
両
方
の
霊
柩
車
の
写
真
が
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、
宮
型
を
使
う
人
が
い
る
の
か
尋
ね
て
み
た
。
藤
沢
市
で
は
ほ
と
ん
ど
使
う
人
が
い
な
い
と
の
こ
と
。
も
と
も
と
宮
型

を
使
う
つ
も
り
は
な
く
、
西
洋
型
で
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
に
決
め
る
。
宮
型
な
ら
装
飾
で
、
西
洋
型
な
ら
車
種
で
値
段
が
異

な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
坂
出
市
で
は
バ
ス
型
で
あ
っ
た
が
、
担
当
者
が
持
っ
て
い
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
バ
ス
型
霊
柩
車
は
な
か

っ
た
。

⑨
枕
団
子
・
ご
飯

祖
父
母
の
と
き
に
は
同
行
の
女
性
た
ち
が
台
所
に
あ
が
っ
て
枕
飯
と
枕
団
子
を
作
っ
て
く
れ
た
。
か
つ
て
は
膳
も
作
っ
て
い
た
。

筆
者
が
高
校
時
代
隣
家
で
葬
儀
が
あ
っ
た
が
、
隣
家
の
台
所
が
狭
い
の
で
我
が
家
の
台
所
を
使
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
昭
和

五
十
年
代
初
め
で
あ
る
。
静
岡
県
浜
北
市
中
瀬
（
現
、
浜
松
市
）
で
は
、
い
つ
隣
組
の
人
が
台
所
に
あ
が
っ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い

の
で
、
常
に
台
所
は
き
れ
い
に
し
て
お
く
と
聞
い
て
い
る
〔
林　

一
九
九
〇
〕。
父
の
葬
儀
で
は
隣
組
は
機
能
し
て
い
な
い
。
マ
ン

シ
ョ
ン
の
自
治
会
は
あ
る
が
、
居
住
者
の
出
身
地
は
様
々
で
あ
り
、
旧
来
の
隣
組
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
な
い
。
枕
飯
、
枕
団

子
は
基
本
料
金
に
入
っ
て
お
ら
ず
、
別
料
金
だ
が
葬
儀
社
が
用
意
し
て
く
れ
る
と
の
こ
と
。
母
が
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
注
文
す
る
。
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⑩
火
葬
場
で
の
料
理

火
葬
の
間
、
控
室
で
食
事
を
出
す
の
は
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
こ
れ
が
「
精
進
落
し
」
と
あ
っ
た
。「
精

進
落
と
し
」
は
忌
明
け
の
料
理
の
こ
と
な
の
で
、
火
葬
の
最
中
で
の
料
理
を
「
精
進
落
と
し
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え

る
。こ

の
違
和
感
を
担
当
者
に
ぶ
つ
け
て
み
た
。
す
る
と
現
在
は
皆
忙
し
く
、
初
七
日
・
四
十
九
日
な
ど
で
集
ま
る
機
会
を
設
け
る
の

は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
仏
式
の
葬
儀
で
も
初
七
日
を
葬
儀
の
と
き
に
行
う
こ
と
は
普
通
に
な
っ
て
い
る
。
忌
明
け
を
「
忌

明
け
」
と
し
て
集
ま
り
、
行
う
こ
と
も
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
火
葬
の
時
間
を
利
用
し
て
行
え
ば
、
そ
の
ま
ま
散
会
で
き
る
の

だ
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
儀
礼
は
「
人
が
集
ま
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
現
実
的
問
題
が
重
視
さ
れ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
家
族

葬
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
「
精
進
落
と
し
」
は
故
人
に
関
係
す
る
者
が
行
う
べ
き
事
で
あ
る
と
の
観
念
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
火
葬

の
時
間
に
行
わ
れ
る
と
も
い
え
る
。
忌
は
親
族
に
か
か
る
。
そ
し
て
火
葬
場
に
行
く
の
は
親
族
が
中
心
で
あ
り
、
親
族
が
一
堂
に
会

す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
こ
こ
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
精
進
落
と
し
の
本
来
的
意
味
、
つ
ま
り
忌
明
け
の
料
理
と
し
て
時
間

軸
の
中
で
観
念
さ
れ
て
、「
落
と
す
」
こ
と
よ
り
も
、「
集
ま
っ
て
儀
礼
的
に
食
事
を
行
う
こ
と
」
が
優
先
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

火
葬
の
間
に
飲
食
を
す
る
事
例
が
『
看
聞
御
記
』
に
み
え
る
。
伏
見
宮
貞
成
の
父
栄
仁
親
王
が
應
永
二
十
三
年
（
一
四
一
六
）

十
一
月
二
十
日
に
死
去
し
、
二
十
四
日
に
火
葬
さ
れ
る
が
、
貞
成
は
途
中
で
帰
宅
し
、「
歸
宅
之
後
祝
着
之
儀
有
一
獻
。
是
定
法
式

云
云
」
と
あ
る
〔
伏
見
宮
貞
成　

一
九
八
五　

五
二
〕。
ま
た
翌
年
二
月
十
二
日
に
兄
治
仁
王
が
亡
く
な
り
、
十
五
日
に
火
葬
さ
れ

る
が
、
こ
の
時
も
帰
宅
し
て
「
如
例
聊
有
祝
着
」
と
の
記
述
が
あ
る
〔
伏
見
宮
貞
成　

一
九
八
五　

六
七
〕。
こ
の
「
祝
着
」
の
語

句
の
意
味
が
問
題
で
あ
る
。
父
の
火
葬
の
時
に
は
「
一
献
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
酒
を
飲
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
さ
ら
に
「
定

法
式
云
々
」
か
ら
こ
れ
は
慣
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
火
葬
の
最
中
に
「
祝
着
」
と
い
う
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
。「
祝
」

が
「
非
時
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
理
解
は
で
き
る
が
。『
看
聞
御
記
』
で
は
、
例
え
ば
應
永
二
十
三
年
十
一
月

二
一
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二
十
六
日
の
項
で
「
御
初
七
日
也
。
別
而
無
御
佛
事
之
儀
」
と
あ
り
〔
伏
見
宮
貞
成　

一
九
八
五　

五
三
〕、
以
後
の
七
日
ご
と
の

法
事
で
「
祝
着
之
儀
」
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
四
十
九
日
に
あ
た
る
十
二
月
二
十
五
日
に
は
「
晝
七
之
儀
令
結
願
」
が
あ
り

「
入
夜
三
位
一
獻
申
沙
汰
中
陰
畢
夜
魚
味
食
之
。
定
法
云
々
。
魚
食
雖
難
治
爲
祝
者
食
之
。」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
〔
伏
見
宮
貞
成   

一
九
八
五　

五
九
〕。
四
十
九
日
は
一
般
に
忌
明
け
で
あ
り
、
こ
の
日
か
ら
生
臭
を
食
べ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
も
「
祝
着

之
儀
」
と
記
述
し
て
い
な
い
。
で
は
悲
し
み
が
強
く
、
忌
明
け
の
気
分
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
否
で
あ
る
。
十
二

月
一
日
の
項
に
は
「
祝
着
之
儀
如
形
如
例
」
と
あ
り
〔
伏
見
宮
貞
成　

一
九
八
五　

五
四
〕、
こ
れ
は
朔
日
の
祝
い
で
あ
る
。
ま
だ

忌
中
で
あ
る
が
「
祝
着
之
儀
」
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
兄
治
仁
王
の
四
十
九
日
は
應
永
二
十
四
年
三
月
十
五
日
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
日
に
は
「
晝
之
儀
結
願
」
の
後
、「
今
夜
魚
味
如
例
。
殊
更
有
一
獻
」
と
記
さ
れ
、
こ
こ
で
も
「
祝
着
之
儀
」
と
の
記
述
は
な
い
。

し
か
し
、
三
月
一
日
に
は
「
朔
日
吉
兆
。
幸
甚
々
々
。
祝
着
如
例
」〔
伏
見
宮
貞
成　

一
九
八
五　

七
〇
〕、
三
日
に
は
「
桃
花
宴
。

祝
着
如
例
」
と
あ
り
〔
伏
見
宮
貞
成　

一
九
八
五　

七
〇
〕、「
祝
着
」
と
し
て
「
宴
」
が
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
祝

着
」
は
忌
中
と
無
関
係
な
語
句
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
看
聞
御
記
』
に
記
述
さ
れ
た
火
葬
時
の
「
祝
着
」
が
現
在
の
精
進
落
と
し
と
繋
が
っ
て
い
る
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

火
葬
を
待
つ
間
に
一
献
傾
け
る
慣
例
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
祝
着
」
と
す
る
こ
と
の
意
味
に
関
し
て
は
も
う
少
し
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

四
十
九
日
に
関
し
て
は
、
忌
明
け
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
日
か
ら
生
臭
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
別
な
「
食
」

で
あ
っ
た
た
め
に
、
平
素
の
「
祝
着
」
と
は
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
筆
者
の
祖
父
母
の
火
葬
は
五
時
間
ほ
ど
か
か
っ
た
の

で
一
旦
帰
宅
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
大
部
分
の
親
族
も
帰
宅
し
た
の
で
、
と
り
た
て
て
何
か
を
や
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

首
都
圏
で
の
火
葬
の
時
間
は
約
一
時
間
。
そ
の
間
の
振
る
舞
い
は
習
慣
と
し
て
根
付
い
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
ま
だ
人
数
は
わ
か

ら
な
か
っ
た
が
、
一
応
約
十
人
と
い
う
こ
と
で
、
料
理
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
た
。
料
理
は
個
別
に
出
さ
れ
る
も
の
と
大
皿
盛
り
の

二
種
類
が
あ
っ
た
。
個
別
料
理
は
人
数
分
を
掛
け
た
値
段
に
な
る
が
、
大
皿
盛
り
は
だ
い
た
い
何
人
前
と
い
う
感
じ
で
、
人
数
に
応
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じ
て
、
ま
た
料
理
の
豪
華
さ
に
応
じ
て
値
段
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
今
ま
で
に
個
別
料
理
が
出
さ
れ
た
経
験
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な

コ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。
十
人
程
度
で
大
皿
盛
り
を
注
文
し
た
。「
精
進
落
と
し
」
は
基
本
料
金
と
は
関
係
の
な
い

別
料
金
で
あ
る
。

⑪
骨
壺

関
東
で
は
骨
壺
に
骨
の
全
部
を
納
め
る
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
関
西
式
の
小
さ
な
骨
壺
も
あ
っ
た
。
関
東
で
も
小
さ
な
骨
壺
を

頼
め
る
の
か
と
問
う
と
、
大
丈
夫
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
今
は
関
西
か
ら
出
て
来
て
、
向
こ
う
に
墓
が
あ
る
人
が
少
な
か
ら
ず
い

る
の
で
需
要
は
あ
る
」
と
の
こ
と
。
小
さ
な
骨
壺
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
す
べ
て
の
骨
を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
祖
父
の

葬
儀
の
と
き
に
、
火
夫
さ
ん
に
残
り
の
骨
は
ど
う
す
る
の
か
と
尋
ね
て
い
る
。「
こ
ち
ら
（
火
葬
場
）
で
処
理
し
ま
す
」
と
言
わ
れ

た
。「
処
理
」
と
は
産
業
廃
棄
物
と
し
て
で
あ
る
。
い
く
ら
関
西
に
墓
が
あ
る
人
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
、
骨
壺
だ
け
小
さ
く
て
も
、

火
葬
場
が
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
あ
る
く
ら
い
な
の
で
、
火
葬
場
も
対
応
で
き
る
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
が
、
こ
の
件
に
関
し
て
も
担
当
者
に
尋
ね
て
み
た
。
火
葬
場
の
方
で
「
処
分
」
す
る
と
、
苦
笑
い
し
な
が
ら
口
に
し
た
。

祖
父
の
と
き
に
は
火
夫
さ
ん
に
遺
骨
の
目
の
前
で
聞
い
た
の
で
、
火
夫
さ
ん
は
真
顔
で
答
え
た
が
、
今
回
は
打
ち
合
わ
せ
の
席
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
苦
笑
気
味
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
苦
笑
い
」
し
な
が
ら
の
「
処
分
」
と
の
言
葉
は
、
関
東
で
は
少
な
か

ら
ず
需
要
が
あ
る
と
は
い
え
、
担
当
者
と
し
て
も
馴
染
み
は
薄
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
勝
林
寺
の
墓
の
カ
ロ
ー
ト
は
小
さ
い
。

小
さ
な
骨
壺
に
決
定
。

⑫
遺
影

遺
影
の
枠
は
基
本
料
金
に
入
っ
て
い
る
普
通
の
も
の
と
し
た
。
黒
い
リ
ボ
ン
を
か
け
る
か
ど
う
か
聞
か
れ
た
が
、
そ
れ
は
い
ら

な
い
と
母
は
言
う
。
昨
日
ま
で
に
遺
影
に
す
る
写
真
を
い
く
つ
か
選
ん
で
い
て
、
打
ち
合
わ
せ
の
直
前
の
家
族
会
議
で
、
一
番
父
ら

し
い
写
真
を
遺
影
と
す
る
写
真
を
決
め
て
い
た
。
我
々
は
遺
影
に
「
故
人
ら
し
さ
」
を
も
と
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
阿
南
透
は
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「
写
真
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
の
中
で
「
遺
影
は
故
人
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
、
そ
の
重
要
性
は
い
ま
や
位
牌
を

追
い
越
し
つ
つ
あ
る
」
と
述
べ
る
〔
阿
南　

一
九
八
八　

八
六
〕。
遺
影
は
故
人
の
存
在
を
直
接
的
に
追
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
現
在
で
は
遺
影
は
葬
儀
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
当
然
で
は
あ
る
が
、
遺
影
に
使
わ
れ
る

写
真
は
故
人
の
「
生
」
の
一
コ
マ
を
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
遺
影
に
よ
り
個
人
の
「
生
」
が
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
、
追
慕
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
父
は
囲
碁
が
好
き
で
あ
っ
た
。
遺
影
と
し
た
写
真
は
囲
碁
を
う
っ
て
い
る
と
き
の
写
真
に
し
た
。
碁
盤
の
一
部

も
写
っ
て
い
る
も
の
。
つ
ま
り
一
目
で
囲
碁
を
や
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
写
真
を
選
ん
だ
。
し
か
も
カ
メ
ラ
目
線
。
施
設
で
撮
ら

れ
た
写
真
で
、
父
の
嗜
好
だ
け
で
は
な
く
、
人
と
な
り
が
よ
く
わ
か
る
一
枚
で
あ
る
。
こ
こ
の
選
択
は
親
戚
や
参
列
者
に
対
し
、
父

の
「
存
在
」
の
証
を
明
示
す
る
遺
族
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
。
火
葬
中
の
精
進
落
と
し
の
時
に
親
族
が
こ
の
写
真
を
見
て
、

父
ら
し
い
と
、
し
み
じ
み
と
語
っ
て
く
れ
、
こ
の
写
真
を
選
ん
で
よ
か
っ
た
と
感
じ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

⑬
湯
灌
・
納
棺

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
施
設
で
看
護
師
さ
ん
が
体
を
き
れ
い
に
し
、
持
っ
て
い
っ
た
服
に
着
替
え
さ
せ
て
く
れ
た
の
が
湯
灌
か

と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
打
ち
合
わ
せ
の
中
で
「
湯
灌
と
納
棺
は
ど
う
し
ま
す
か
」
と
の
問
い
か
け
が
あ
っ
た
。「
湯
灌
は
施
設

が
や
っ
て
く
れ
た
は
ず
で
す
が
」
と
答
え
る
と
、「
穴
に
詰
め
物
を
し
て
い
ま
し
た
か
」
と
い
う
。
確
か
に
し
て
な
か
っ
た
。
遺
体

の
損
傷
の
程
度
や
気
温
に
よ
る
腐
敗
の
程
度
に
よ
り
、
遺
体
の
保
全
や
修
繕
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
湯
灌
と
呼
ぶ
と

い
う
。
こ
れ
も
、
ど
こ
ま
で
や
る
か
と
い
う
よ
う
に
何
段
階
か
あ
る
が
、
事
故
死
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
の
で
、「
普
通
」
に
し
て

も
ら
っ
た
。
湯
灌
は
故
人
の
体
を
清
め
る
も
の
か
ら
遺
体
の
保
全
と
い
う
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
に
専
門

職
と
し
て
の
納
棺
師
が
い
る
。
処
置
し
な
い
遺
体
は
傷
む
。
最
後
の
別
れ
の
と
き
に
、
変
わ
り
果
て
た
姿
を
見
た
く
な
い
と
い
う
感

情
と
、
生
前
の
姿
の
ま
ま
送
り
た
い
と
の
感
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
通
夜
と
同
様
に
、
死
の
確
認
か
ら
埋
葬
・
火
葬
ま

で
に
空
白
期
間
が
で
き
て
、
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
死
後
、
比
較
的
す
ぐ
に
埋
葬
し
て
し
ま
う
場
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合
に
は
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、「
保
全
」
を
考
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
湯
灌
の
後
に
納
棺
で

あ
り
、
こ
れ
が
一
つ
の
セ
ッ
ト
と
し
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
書
か
れ
て
い
た
。
現
在
の
湯
灌
は
故
人
を
「
生
前
」
の
姿
の
ま
ま
送
る

こ
と
を
意
図
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
二
〇
一
八
年
に
公
開
さ
れ
た
映
画
『
お
み
お
く
り
』
に
も
表
れ
て
い
る
。

遺
体
は
斎
場
に
預
け
て
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
は
斎
場
で
行
わ
れ
る
の
だ
が
、
立
会
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
。
家
族
が
湯

灌
・
納
棺
を
す
る
の
で
は
な
く
、
納
棺
師
が
行
い
、
家
族
は
「
立
ち
合
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
母
は
「
も
う
、
い
い
」
と
い
う

こ
と
で
、
す
べ
て
を
Ｋ
社
に
任
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
生
前
の
姿
へ
の
「
仕
立
て
」
を
プ
ロ
に
任
せ
る
と
い
う
よ
り
、
喪
失
感
の
再

確
認
、
ま
た
は
遺
体
へ
の
接
触
に
対
す
る
恐
ろ
し
さ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑭
後
飾
り

遺
骨
を
持
ち
帰
っ
た
後
、
遺
骨
・
遺
影
・
位
牌
な
ど
を
飾
る
、
後
飾
り
の
台
及
び
、
御
輪
や
線
香
・
ろ
う
そ
く
立
一
式
を
ど
う
す

る
か
と
聞
か
れ
る
。「
仏
式
で
は
な
い
の
で
御
輪
は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
が
母
は
ほ
し
い
と
い
う
。

⑮
引
き
物

参
列
者
の
人
数
が
定
ま
ら
な
い
し
、
ま
た
参
列
者
に
よ
っ
て
香
典
の
額
が
異
な
る
だ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
引
き
物
を
ど
う
す
る
か
が

悩
み
の
種
で
あ
っ
た
。
祖
父
母
の
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
香
典
の
額
を
確
認
し
、
そ
の
半
分
の
額
に
相
当
す
る
も
の
を
選
ぶ
の
に

ほ
ぼ
徹
夜
の
作
業
と
な
っ
た
。
か
つ
て
、
東
京
に
住
む
親
戚
の
葬
儀
で
は
、
カ
タ
ロ
グ
が
渡
さ
れ
、
香
典
の
額
に
応
じ
て
、
そ
の
中

か
ら
好
き
な
も
の
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
形
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
名
案
と
感
心
し
た
覚
え
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
く
ら
引

き
物
に
か
か
る
か
あ
ら
か
じ
め
計
算
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
あ
る
程
度
の
予
算
は
立
て
て
お
き
た
い
。
香
典
で
葬
儀
費

用
の
一
部
を
充
填
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
額
が
ど
の
く
ら
い
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
充
填
分
は
別
に
し
て
葬
儀
に
か
か
る

費
用
を
考
え
て
お
き
た
か
っ
た
。

担
当
者
は
「
引
き
物
」
と
は
言
わ
ず
に
、「
香
典
返
し
」
と
言
っ
て
い
た
。
明
細
書
に
は
「
即
日
返
し
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
思
わ
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ぬ
方
法
が
担
当
者
の
口
か
ら
飛
び
出
し
た
。「
最
近
は
、
大
体
香
典
の
額
は
五
千
円
～
一
万
円
（
親
族
以
外
）
が
普
通
で
あ
る
た
め
、

中
を
と
り
、
七
千
円
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
、
す
べ
て
の
参
列
者
に
三
千
五
百
円
相
当
の
お
返
し
を
し
て
お
い
て
、
多
く
い
た
だ
い

た
人
に
対
し
て
は
差
額
分
を
後
で
送
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
普
通
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
と
い
う
。
Ｋ
社
で
は
多
め
に
注
文
し
て
も
、

余
っ
た
ら
一
つ
で
も
返
品
で
き
る
と
い
う
。
つ
ま
り
使
っ
た
分
だ
け
の
費
用
負
担
で
あ
る
。
後
日
お
参
り
に
来
た
人
の
た
め
に
い
く

つ
か
持
ち
帰
り
、
残
っ
た
物
を
四
十
九
日
過
ぎ
て
い
て
も
電
話
す
れ
ば
、
取
り
に
き
て
く
れ
る
と
い
う
。
無
宗
教
葬
だ
か
ら
四
十
九

日
と
い
う
も
の
を
意
識
す
る
必
要
は
な
い
が
、
一
般
的
に
は
四
十
九
日
や
五
十
日
は
忌
明
け
で
あ
り
、
葬
儀
期
間
の
目
安
と
な
る
。

こ
れ
は
便
利
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

で
は
三
千
五
百
円
相
当
の
品
物
を
何
に
す
る
か
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
あ
っ
た
メ
イ
ン
は
お
茶
で
あ
る
。「
今
時
、
お
茶
で
す
か
」

と
思
わ
ず
口
走
る
と
、「
香
典
返
し
は
「
消
え
物
」
が
普
通
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
は
不
幸
を
残
さ
な
い
た
め
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
お
世
話
に
な
っ
た
岐
阜
県
加
茂
郡
白
川
町
切
井
の
方
の
葬
儀
に
参
列
し
た
と
き
、
家
の
方
か
ら
引

き
物
は
後
日
送
り
ま
す
と
言
わ
れ
、
実
際
に
後
日
段
ボ
ー
ル
一
箱
が
送
ら
れ
て
来
た
。
送
ら
れ
て
き
た
も
の
は
缶
詰
や
砂
糖
な
ど

消
え
物
が
中
心
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
手
紙
に
「
割
れ
物
は
除
き
ま
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
除
か
れ
た
「
割
れ
物
」
は

「
消
え
物
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
当
地
で
は
、
か
つ
て
は
座
布
団
五
枚
と
か
十
枚
で
、
そ
れ
を
担
い
で
帰
っ
た
と
い
う
話
し
も

古
老
か
ら
聞
い
て
い
る
。『
市
川
家
日
記
』〔
市
川　

一
九
七
一
〕
や
香
川
県
多
度
津
藩
の
藩
士
に
よ
る
『
冨
井
泰
蔵
覚
帳
』（
安
政

四
年
～
明
治
十
二
年
）〔
冨
井　

一
九
七
八
〕
に
も
葬
儀
記
録
が
散
見
す
る
が
、
ど
ち
ら
に
も
、
引
き
物
に
つ
い
て
の
記
述
は
み
ら

れ
な
い
。
み
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、「
な
か
っ
た
」
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
も
そ
も
香
典
が
金
銭
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
古

く
は
な
い
だ
ろ
う
。
中
市
謙
三
に
よ
る
青
森
県
野
辺
地
地
方
の
報
告
に
よ
る
と
、「
昔
の
香
奠
夜
食
到
來
記
を
み
る
と
金
子
は
少
な

い
、
煮
〆
そ
の
他
料
理
の
材
料
や
ら
線
香
、
御
茶
、
蝋
燭
な
ど
で
あ
る
、
今
で
も
香
典
に
は
必
ず
御
燈
明
と
し
て
蝋
燭
二
本
を
添
へ

る
。」
と
あ
る
〔
中
市　

一
九
三
一　

四
一
〕。
そ
し
て
「
今
は
物
い
り
だ
と
て
止
め
た
が
、
つ
い
十
年
前
ま
で
は
、
香
奠
を
よ
こ
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し
て
く
れ
た
人
を
み
ん
な
、
御
料
理
を
し
て
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
土
地
で
は
茶
飲
こ
と
と
い
ふ
」
と
報
告
す
る
〔
中
市　

一
九
三
一　

四
一
〕。
香
典
返
し
（
引
き
物
）
と
い
う
よ
り
、
香
典
に
対
す
る
御
礼
接
待
で
あ
る
。
鈴
木
重
光
に
よ
る
神
奈
川
県
津

久
井
郡
地
方
の
報
告
に
よ
る
と
、「
引
物
は
布
團
皮
な
ど
の
反
物
を
多
く
使
ふ
。」
と
あ
る
〔
鈴
木　

一
九
三
一　

八
五
〕。
津
久
井

郡
地
方
で
は
「
消
え
物
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
白
川
町
切
井
で
の
座
布
団
と
同
類
と
い
え
る
。
香
典
返
し
が
品
物
で
は
な
く
接

待
で
あ
る
地
域
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
必
ず
し
も
「
消
え
物
」
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、「
引
き
物
」
を
「
消
え
物
」
に
す
る
と
の
考

え
は
最
近
の
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
不
幸
を
残
さ
な
い
た
め
に
「
消
え
物
」
に
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
引
き
物
」

が
葬
家
か
ら
渡
さ
れ
る
物
で
あ
り
、
不
幸
の
伝
染
を
避
け
る
と
の
意
識
か
ら
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
根
底
に
け
が
れ
観
念
と

同
様
の
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
近
年
に
な
り
「
不
幸
」
の
伝
播
意
識
が
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
興
味
深

い
こ
と
で
あ
る
が
、
今
の
所
こ
れ
以
上
述
べ
る
だ
け
の
資
料
が
な
い
の
で
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
日
持
ち
が
す
る
パ
ウ
ン
ド
ケ
ー

キ
と
ド
リ
ッ
プ
コ
ー
ヒ
ー
の
セ
ッ
ト
に
し
た
。
香
典
が
後
に
届
く
可
能
性
も
考
え
て
、
五
十
個
注
文
す
る
。

（
四
）
見
積
も
り

表
１
は
、
火
葬
の
間
の
料
理
や
引
き
物
を
除
い
た
明
細
書
か
ら
実
際
に
必
要
に
な
っ
た
部
分
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
１

の
Ｂ
の
部
分
が
セ
ッ
ト
金
額
（
基
本
料
金
）
に
な
っ
て
お
り
、
青
色
申
告
会
を
通
し
た
こ
と
で
、
こ
の
部
分
が
本
来
の
金
額
の
約
半

額
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
は
見
積
金
額
Ａ
で
あ
る
。
セ
ッ
ト
金
額
Ｂ
の
中
で
済
ま
せ
れ
ば
基
本
料
金
（
セ
ッ
ト
料
金
）
な
の
で
最
低

限
に
な
る
が
、
Ｂ
が
０
で
あ
っ
て
Ａ
に
金
額
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
基
本
料
金
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
湯
灌
・
納
棺
（
４
）
は
十
六
万
円
、
骨
壺
（
10
）
は
一
万
円
、
霊
柩
車
（
16
）
は
三
万
五
千
七
百
五
十
円
、
後
飾
り
祭

壇
（
22
）
は
八
千
円
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
の
上
に
、
祭
壇
（
２
）
な
ど
少
し
見
栄
え
を
よ
く
し
よ
う
と
一
つ
ラ
ン
ク
を
上
げ
た

と
こ
ろ
、
差
額
が
十
万
円
と
な
り
、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
（
12
）
も
一
日
分
は
セ
ッ
ト
料
金
に
入
る
の
だ
が
、
友
引
も
間
に
入
り
、
長
引

き
、
四
日
分
か
か
っ
た
た
め
、
三
日
分
が
別
途
か
か
っ
た
。
さ
ら
に
寝
台
車
お
迎
え
（
14
）
は
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
は
基
本
料
金

二
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概要 仕様 数量 見積金額
（A）

セット金額
（B）

差額
（A－B）

消費税

１ 祭壇
２ 花祭壇 花祭壇 1 300,000 200,000 100,000 8,000
３ 寝棺 さざなみ/ホワイト60 1 160,000 160,000  0 0
４ 湯灌 湯灌・処置・納棺の儀／ Bセット 1 160,000 0 160,000 12,800
５ 寝棺用布団 寝棺用布団 1 6,000  6,000  0 0
６ ご遺体供養品 納棺用品／脱臭掛蒲団納棺花 1 28,000 28,000 0 0
７ 枕飾り 枕飾り 1 5,000 5,000 0 0
８ 白木位牌 大中上 1 2,000 2,000  0 0
９ ご遺影 普通額／カラー 1 17,000 17,000 0  0
10 収骨容器 骨壺／白５寸 1 10,000       0 10,000 800
11 お供物（祭壇用）
12 ドライアイス 26日～29日 4 32,000 8,000 24,000 1,920
13 お清めセット お清めセット 1 3,000 3,000 0 0
14 寝台車病院迎え 車庫～病院～式場 1 24,000 16,800 7,200 576
15 寝台車別移送  
16 霊柩車 国産洋型車　藤沢聖苑 1 35,750 0 35,750 2,860
17 会葬礼状 普通ハガキ百枚 1 8,000 8,000  0 0
18 追加会葬礼状
19 小物用品 小物用品 1 10,000 0 10,000  800
20 立看板 式場用 1 10,000 10,000 0 0
21 案内板
22 後飾り祭壇 三ツ具／写真立／クリスタル額 1 8,000 0  8,000 640
23 高張提灯
24 家紋水引幕
25 門前庭園飾り
26 回転灯篭
27 哀悼貢献者 哀悼貢献者 1 15,000 0 15,000 1,200
28 火葬場案内係員 火葬場案内係員 1 10,000  10,000  0 0
29 特殊提供品
30 火葬料 市民１万円預かり 1 0 0 0 0
31 施行運営費① 1 42,000 42,000   42,000 3,360
         　　　　　小計 885,750 473,800 411,950 32,956
セット金額473,800（儀式セット負担額240,000、セット特典▲233,800）②
税込金額444,906③　①算定根拠（１～30（A）小計）×0,05＝千円未満切り捨て
②＋③＝259,200＋444,906＝704,106

表１　葬儀明細書（実際の明細書をもとに筆者が作成）
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内
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、「
車
庫
～
」
と
な
っ
て
お
り
、
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
た
。
し
か
し
、
車
庫
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
不

明
で
あ
る
。
明
細
を
も
ら
っ
た
と
き
に
き
ち
ん
と
確
認
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
ま
で
落
ち
着
い
て
明
細
書
を
見
る
余
裕
は
な
か

っ
た
。

さ
ら
に
、
火
葬
場
案
内
係
員
（
28
）
は
セ
ッ
ト
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
哀
悼
貢
献
者
（
27
）
が
加
算
さ
れ
て
い
る
。
哀
悼
貢

献
者
と
は
斎
場
で
の
進
行
役
で
あ
る
。
そ
し
て
、
１
～
30
ま
で
の
見
積
も
り
料
金
の
合
計
の
五
％
が
施
行
運
営
費
と
し
て
計
上
さ
れ

て
い
る
。
見
積
も
り
料
金
と
は
、
基
本
料
金
＋
差
額
で
あ
る
。
つ
ま
り
基
本
料
金
と
し
な
が
ら
も
、
施
設
運
営
費
は
別
途
必
要
に
な

る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
い
ろ
い
ろ
な
葬
儀
社
の
見
積
も
り
を
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
が
、
こ
の
部
分
が
書
か
れ
た
も
の
は
確
認
で
き
な

か
っ
た
。
こ
の
明
細
書
の
総
計
は
、
割
引
さ
れ
た
基
本
金
額
＋
差
額
で
四
十
四
万
四
千
九
百
六
円
と
な
っ
た
。

そ
れ
と
は
別
に
、「
別
注
文
品
」
と
記
さ
れ
た
明
細
書
が
あ
る
。
遺
体
保
管
料
が
一
日
一
万
円
、
三
日
間
保
管
し
て
も
ら
っ
た
の

で
三
万
円
。「
夜
間
保
安
費
」
に
も
一
回
三
万
か
か
っ
て
い
る
。
式
場
使
用
料
は
十
六
万
円
だ
が
、
こ
れ
は
半
額
の
八
万
円
。
こ
れ

ら
は
基
本
料
金
外
で
計
十
四
万
円
、
消
費
税
込
み
で
十
五
万
千
二
百
円
で
あ
る
。
基
本
料
金
の
中
に
は
斎
場
使
用
費
は
入
っ
て
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
斎
場
に
よ
っ
て
価
格
は
異
な
る
し
、
ど
の
斎
場
を
使
う
か
は
直
前
に
な
ら
な
い
と
決
ま
ら
な
い
の
で
、

基
本
料
金
に
組
み
込
ま
れ
な
い
の
は
道
理
で
あ
る
。
青
色
申
告
経
由
の
割
引
料
金
で
も
、
こ
れ
だ
け
で
、
四
十
四
万
四
千
九
百
六
＋

十
五
万
千
二
百
＝
五
十
九
万
六
千
百
六
円
（
枕
団
子
・
枕
飯
を
つ
け
た
の
で
、
さ
ら
に
＋
九
百
七
円
）
が
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
が
基
本
料
金
の
実
際
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
中
に
は
引
き
物
や
生
花
・
精
進
落
と
し
の
料
理
・
タ
ク
シ
ー
代
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
無
宗
教
葬
な
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
明
細
書
に
は
お
布
施
や
戒
名
料
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
後
述
す
る

が
四
十
九
日
に
勝
林
寺
で
仏
式
の
法
事
を
あ
げ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
、
別
途
戒
名
料
・
位
牌
代
・
お
布
施
が
か
か
っ
て
い
る
。

二
〇
一
七
年
に
東
京
二
十
三
区
の
地
元
密
着
型
の
個
人
経
営
葬
祭
業
者
と
知
り
合
う
機
会
が
あ
っ
た
が
、
皆
、
大
手
の
価
格
設
定

で
は
絶
対
に
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
彼
等
の
Ｈ
Ｐ
に
あ
る
価
格
が
、
今
回
最
終
的
に
決
ま
っ
た
額
と
大
差
な
い
こ
と
を
実
体
験
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す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
大
企
業
に
よ
る
葬
祭
広
告
で
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
に
は
、
イ
オ
ン

ラ
イ
フ
株
式
会
社
は
景
品
表
示
法
で
消
費
者
庁
か
ら
措
置
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
広
告
に
「
追
加
料
金
は
無
し
」
と
し
な
が
ら
も
、

追
加
料
金
が
発
生
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
〔
消
費
者
庁　

二
〇
一
七
〕。
見
積
も
り
を
確
認
し
た
後
、
母
が
喪
主
な
の
で
、
母
に
署

名
・
押
印
し
て
も
ら
い
、
前
日
電
話
で
言
わ
れ
て
い
た
火
葬
料
一
万
円
、
遺
影
と
な
る
写
真
、
印
鑑
を
渡
し
た
。

四
、
葬
儀

（
一
）
葬
儀
に
む
け
て

八
月
二
十
八
日
、
平
日
な
の
で
、
社
会
保
険
庁
・
厚
生
年
金
や
保
険
会
社
に
死
亡
手
続
き
の
電
話
を
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
午
前
中

い
っ
ぱ
い
か
か
っ
た
。
生
命
保
険
は
葬
儀
費
用
の
た
め
に
と
て
も
重
要
だ
が
、
即
支
払
い
に
対
応
し
て
く
れ
た
社
と
、
死
亡
診
断
書

を
送
付
し
て
か
ら
な
ど
、
会
社
に
よ
り
保
険
が
お
り
る
時
間
は
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
。
音
楽
葬
に
な
っ
た
の
で
、
妹
が
家
へ
ヴ
ィ
オ
リ

ン
を
取
り
に
帰
る
。

午
後
、
筆
者
と
母
は
藤
沢
駅
へ
買
い
物
に
行
く
。
全
体
の
清
算
は
後
ほ
ど
連
絡
す
る
が
、
葬
儀
時
に
内
金
三
十
万
を
用
意
し
て
ほ

し
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。
葬
儀
が
三
十
日
に
な
っ
た
の
で
、
時
間
に
余
裕
が
あ
る
が
、
せ
っ
か
く
藤
沢
駅
ま
で
出
て
き
た
の
だ
か
ら
、

で
き
る
う
ち
に
で
き
る
こ
と
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
お
金
を
お
ろ
す
。

母
曰
く
、「
子
供
一
同
」
の
生
花
が
な
い
と
格
好
が
つ
か
な
い
。
現
実
問
題
と
し
て
、
他
所
か
ら
ど
れ
だ
け
生
花
が
く
る
か
わ
か

ら
な
い
。
ラ
ン
ク
を
一
つ
あ
げ
た
花
祭
壇
で
は
あ
る
が
、
棺
に
入
れ
る
花
が
足
り
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
葬
儀
社
の
人
に
言
わ
れ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
「
子
供
一
同
」
の
花
を
出
す
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
、
い
つ
も
母
が
利
用
し
て
い
る
生
花
店
へ
行
く
が
、
藤
沢
橋

総
合
斎
場
は
生
花
店
が
指
定
さ
れ
て
い
て
、
納
品
で
き
な
い
と
の
こ
と
。
Ｋ
社
直
営
の
斎
場
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
葬
儀
社
へ

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス

　
第
二
十
巻

　
第
一
号

三
〇



帰
宅
後
電
話
し
て
注
文
し
た
。

八
月
二
十
九
日
、
存
命
の
父
の
兄
弟
全
員
が
、
夫
婦
で
火
葬
場
ま
で
来
て
く
れ
る
と
の
連
絡
が
入
っ
た
、
母
は
父
が
兄
弟
と
お
別

れ
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
と
喜
ん
だ
。
母
の
感
覚
の
中
に
、
葬
儀
が
別
れ
の
儀
礼
と
の
意
識
が
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
、
現
世
の
人
に
よ
る
送
り
だ
す
別
れ
で
は
な
く
、
故
人
が
現
世
の
人
に
別
れ
を
告
げ
る
と
の
感
覚
の
よ
う
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
明
確
な
死
生
観
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
二
）
葬
儀
か
ら
出
棺
ま
で

①
斎
場
で
の
打
ち
合
わ
せ

八
月
三
十
日
、
九
時
四
十
五
分
に
斎
場
に
着
く
。
す
で
に
着
付
け
を
し
て
く
れ
る
方
は
到
着
し
て
い
た
。
控
室
は
す
ぐ
に
使
え
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
、
母
は
着
付
け
へ
。
式
を
行
う
会
場
の
設
営
は
終
わ
っ
て
い
た
。
四
十
人
規
模
の
部
屋
で
あ
る
。
想
像
以
上
に

豪
華
な
花
祭
壇
と
な
っ
て
い
た
。
母
が
主
催
あ
る
い
は
関
係
す
る
短
歌
会
か
ら
多
く
生
花
が
来
て
い
た
。
祭
壇
に
は
枕
団
子
と
一
膳

飯
。
飯
に
は
箸
が
突
き
刺
し
て
あ
る
。
枕
団
子
は
丸
く
、
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま
る
で
月
見
団
子
の
よ
う
だ
っ
た
。
筆
者
が
知

っ
て
い
る
枕
団
子
は
平
た
く
、
真
中
を
く
ぼ
ま
せ
る
形
で
あ
る
が
、
形
状
の
地
域
差
に
関
す
る
調
査
は
や
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、

何
と
も
わ
か
ら
な
い
。

斎
場
で
は
Ｋ
社
の
職
員
一
人
（
打
ち
合
わ
せ
に
来
た
一
級
葬
祭
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
は
な
い
）
と
斎
場
の
職
員
が
対
応
し
て
く
れ
た
。

斎
場
が
Ｋ
社
直
営
で
あ
る
の
で
、
す
べ
て
が
Ｋ
社
の
社
員
の
は
ず
で
は
あ
る
が
、
分
担
は
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
母
が
着
付
け
を

し
て
い
る
間
に
、
司
会
者
と
手
順
の
打
合
せ
を
行
う
。
式
の
流
れ
を
プ
リ
ン
ト
し
て
く
れ
た
も
の
を
見
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
は
「
音

楽
葬
式
次
第　

開
式
→
黙
祷
一
分
間
→
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
（　

）
曲
→
お
別
れ
の
言
葉
→
お
焼
香
→
黙
祷
一
分
間
→
閉
式
前
挨
拶

（
喪
主
様
よ
り
）
→
閉
式
→
お
別
れ
の
儀
」
と
あ
っ
た
。
妹
も
母
と
控
室
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
曲
数
と
「
お
別
れ
の
言

葉
」
に
関
し
て
は
後
ほ
ど
相
談
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
内
金
を
渡
し
、
領
収
書
と
預
け
て
あ
っ
た
印
鑑
、
遺
影
用
写
真
を
受
け
取
る
。
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さ
ら
に
前
日
電
話
で
お
願
い
し
て
い
た
火
葬
場
ま
で
の
タ
ク
シ
ー
手
配
の
確
認
を
す
る
。
ま
た
火
葬
場
で
の
「
精
進
落
し
」
の
献
杯

用
ビ
ー
ル
を
注
文
す
る
。
妹
が
控
室
か
ら
出
て
き
て
、
簡
単
な
リ
ハ
ー
サ
ル
を
行
っ
た
。
妹
と
相
談
の
結
果
、
数
曲
用
意
し
た
中
か

ら
、
パ
ッ
ヘ
ル
ベ
ル
の
カ
ノ
ン
の
一
曲
だ
け
を
演
奏
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
母
が
来
た
の
で
「
お
別
れ
の
言
葉
」
を
ど
う
す
る
か

確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
や
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、「
黙
祷
一
分
間
→
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
一
曲
→
お
焼
香
→
黙
祷
一
分
間
→
閉
式

前
挨
拶
（
喪
主
様
よ
り
）
→
閉
式
→
お
別
れ
の
儀
」
と
さ
れ
た
プ
リ
ン
ト
が
あ
ら
た
め
て
渡
さ
れ
た
。
そ
の
後
で
、
母
が
弔
電
を
読

ん
で
ほ
し
い
と
言
い
だ
し
、
結
局
、
焼
香
前
に
弔
電
の
紹
介
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
式
次
第
」
プ
リ
ン
ト
に
手
書
き
す
る
。
司

会
も
手
書
き
で
書
き
入
れ
て
い
た
。

十
時
半
前
に
な
る
と
、
父
の
兄
弟
た
ち
が
続
々
集
ま
る
。
ほ
と
ん
ど
が
東
京
か
東
京
近
郊
に
住
ん
で
い
る
。
兄
弟
間
は
毎
年
集
ま

っ
て
い
る
が
、
筆
者
と
妹
は
叔
父
・
叔
母
と
会
う
の
は
、
約
三
十
年
ぶ
り
で
あ
る
。「
葬
式
く
ら
い
し
か
親
族
が
集
ま
る
機
会
は
な

い
よ
ね
」
と
何
度
か
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
を
思
い
出
す
。

②
家
族
葬
の
実
態

結
局
、
母
の
関
係
者
が
多
く
参
列
し
て
く
れ
た
。
母
は
短
歌
会
を
主
宰
し
て
い
る
。
先
に
家
族
葬
は
故
人
の
高
齢
化
問
題
も
背
景

に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
配
偶
者
が
い
る
場
合
、
配
偶
者
の
社
会
的
位
置
づ
け
も
葬
儀
の
参
列
者
に
関
係
す
る
こ
と
を
実
感
す

る
。
祖
母
は
祖
父
の
七
年
後
に
死
ん
で
い
る
が
、
祖
母
の
葬
儀
に
祖
父
の
関
係
者
が
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
回
、
短
歌
会
の
人

た
ち
が
多
く
の
参
列
し
て
く
れ
た
の
は
、「
母
が
自
由
に
活
動
で
き
た
の
は
、
父
の
支
え
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
、
短
歌
会
が
盛
り

上
が
っ
て
い
る
の
は
父
の
お
か
げ
」
と
い
う
論
理
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
父
と
短
歌
関
係
の
参
列
者
と
直
接
の

面
識
は
な
い
。
参
列
者
の
問
題
は
故
人
だ
け
で
は
な
く
、
故
人
の
家
族
の
社
会
的
地
位
を
も
背
景
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
誰

が
参
列
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
葬
儀
の
意
味
を
表
す
た
め
で
あ
る
。
家
族
葬
を
す
る
た
め
に
は
徹
底
し
た
情
報
管
理
を
し
な
け
れ

ば
難
し
い
。
そ
れ
が
密
葬
し
て
後
日
発
表
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
仕
事
の
休
み
を
取
る
関
係
上
、
完
全
な
情
報
統
制
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は
難
し
い
。

受
付
（
帳
場
）
に
立
っ
た
の
は
筆
者
。
記
帳
し
て
も
ら
っ
て
引
き
物
を
渡
す
の
だ
が
、
思
っ
た
以
上
に
人
が
集
ま
り
、
て
ん
て
こ

ま
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
斎
場
側
が
す
で
に
引
き
物
と
会
葬
礼
状
を
セ
ッ
ト
に
し
て
個
別
に
袋
に
入
れ
て
く
れ
て
あ
り
、
大
い

に
助
か
っ
た
。

③
音
楽
葬

開
式
前
の
打
ち
合
わ
せ
で
は
、
参
列
者
全
員
が
、
焼
香
後
、
棺
へ
行
っ
て
父
に
声
を
か
け
る
と
い
う
段
取
り
に
し
て
い
た
が
、
思

っ
た
以
上
に
人
が
来
た
の
で
、
親
族
だ
け
が
棺
の
前
へ
と
急
遽
変
更
と
な
っ
た
。
棺
の
顔
窓
が
開
い
て
お
り
、
父
の
顔
が
見
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
式
が
始
ま
る
前
に
、
親
族
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
参
列
者
は
す
で
に
父
に
挨
拶
を
済
ま
せ
て
い
る
。

予
定
の
時
間
に
な
る
と
、
司
会
者
が
開
式
を
告
げ
、
全
員
起
立
し
て
一
分
間
の
黙
祷
。
そ
の
後
、「
故
○
○
様
の
ご
令
嬢
に
よ
る

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
」
と
案
内
が
あ
っ
た
。
妹
の
演
奏
が
始
ま
っ
た
。
ヴ
ィ
オ
リ
ン
の
演
奏
が
終
わ
る
と
、
続
い
て
焼
香
。
こ
の

と
き
に
用
意
し
て
い
た
フ
ォ
ー
レ
の
レ
ク
イ
エ
ム
を
流
す
。
喪
主
で
あ
る
母
、
筆
者
と
妹
が
焼
香
を
済
ま
せ
る
と
、
父
の
兄
弟
夫
婦
。

そ
し
て
短
歌
会
で
参
列
し
て
く
れ
た
人
た
ち
が
順
番
に
行
う
。
焼
香
炉
は
二
つ
あ
り
、
二
人
ず
つ
斎
場
の
係
り
の
人
が
案
内
し
て
く

れ
る
。
焼
香
が
終
わ
る
と
、
起
立
し
て
黙
祷
一
分
間
。
そ
し
て
母
に
よ
る
閉
式
前
挨
拶
。
終
る
と
、
閉
式
が
告
げ
ら
れ
、
最
後
の
別

れ
に
な
る
の
で
設
営
準
備
の
た
め
、
皆
、
部
屋
の
外
に
出
さ
れ
る
。

設
営
が
終
り
部
屋
に
入
る
と
、
棺
が
部
屋
の
中
央
に
お
か
れ
、
蓋
が
取
ら
れ
て
い
た
。
祭
壇
や
贈
ら
れ
た
生
花
を
Ｋ
社
職
員
が
と

っ
て
皆
に
渡
す
。
親
族
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
参
列
者
で
花
を
入
れ
た
。
こ
れ
が
「
最
後
の
別
れ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
後
、
皆
で
蓋
を
も
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
降
ろ
し
、
し
っ
か
り
蓋
を
閉
め
て
く
だ
さ
い
と
指
示
さ
れ
た
。

そ
し
て
出
棺
。
母
が
位
牌
（
右
に
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
六
日
歿
、
中
央
に　

俗
名
○
○
之
霊
、
右
に
満
八
十
八
歳
と
書
か
れ

て
い
た
シ
ー
ル
が
、
シ
ー
ル
と
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
貼
ら
れ
て
い
る
）
を
持
ち
、
筆
者
が
遺
影
、
妹
が
花
束
を
持
ち
、
父
の
兄
弟
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な
ど
が
棺
を
持
ち
霊
柩
車
へ
運
ん
だ
。
火
葬
場
へ
の
出
発
、「
出
棺
」
で
あ
る
。

（
三
）
火
葬

斎
場
の
人
か
ら
、「
火
葬
場
に
行
っ
た
ら
、
こ
こ
に
は
も
ど
っ
て
き
ま
せ
ん
の
で
忘
れ
も
の
が
な
い
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
る
。
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
自
宅
葬
の
よ
う
に
身
軽
に
動
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
引
き
物
を
二
十
個
分
持
ち
帰
る
こ
と
に
し
た
。
あ
ら
か
じ

め
二
十
個
持
ち
帰
る
と
斎
場
の
人
に
伝
え
て
お
い
た
ら
、
段
ボ
ー
ル
に
箱
詰
め
さ
れ
て
い
た
が
重
い
。
さ
ら
に
後
飾
り
セ
ッ
ト
が
斎

場
で
渡
さ
れ
、
大
荷
物
で
の
移
動
と
な
っ
た
。
思
い
の
ほ
か
遺
影
が
大
き
い
。
遺
影
を
持
ち
な
が
ら
、
火
葬
場
ま
で
行
く
親
族
を
タ

ク
シ
ー
に
分
乗
さ
せ
る
な
ど
、
筆
者
は
行
っ
た
り
き
た
り
で
あ
る
。
親
族
以
外
は
霊
柩
車
を
見
送
る
形
で
解
散
と
な
っ
た
。

火
葬
場
は
藤
沢
市
営
の
聖
苑
。
立
派
な
建
物
だ
。
見
た
目
で
は
火
葬
場
と
は
気
が
付
か
な
い
だ
ろ
う
。
市
街
地
の
す
ぐ
近
く
に
あ

る
が
、
ま
わ
り
は
木
々
で
囲
ま
れ
た
谷
底
の
よ
う
な
立
地
に
あ
る
。
火
葬
場
建
設
反
対
運
動
が
全
国
で
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
は
承
知

し
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
『
近
代
火
葬
の
民
俗
学
』
の
中
で
論
及
し
て
い
る
。

火
葬
場
で
も
Ｋ
社
の
ス
タ
ッ
フ
が
面
倒
を
み
て
く
れ
た
。
霊
柩
車
か
ら
棺
を
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
乗
せ
、
火
葬
場
の
一
室
へ
。
こ

こ
で
棺
を
前
に
焼
香
す
る
。
棺
の
顔
窓
は
開
け
な
い
。
火
夫
さ
ん
か
ら
、
一
回
焼
香
と
言
わ
れ
、
順
番
に
焼
香
す
る
。
坂
出
市
で

は
炉
の
前
で
読
経
し
焼
香
し
た
が
、
聖
苑
で
は
、
焼
香
を
し
た
部
屋
は
告
別
室
と
さ
れ
、
炉
前
で
の
焼
香
は
な
い
。
焼
香
が
済
む
と
、

電
動
式
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
乗
せ
ら
れ
た
棺
が
火
葬
炉
の
前
へ
運
ば
れ
た
。
こ
こ
は
告
別
室
か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
告
別
室
か
ら
の
移
動
で
は
荷
物
の
移
動
も
あ
り
、
ま
っ
た
く
落
ち
着
か
な
い
。
す
で
に
、
炉
の
前
に
は
○
○
家
と
書
か
れ
た
紙

が
貼
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
喪
主
に
、
火
夫
さ
ん
が
、
改
め
て
故
人
の
名
前
を
確
認
。「
そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
…
」
と
。「
…
」
の

部
分
で
ど
の
よ
う
な
言
わ
れ
方
を
し
た
の
か
記
憶
が
な
い
。
す
で
に
焼
香
は
行
っ
て
い
る
の
で
、
炉
前
で
は
何
も
し
な
い
。
火
夫
さ

ん
が
鍵
で
ス
イ
ッ
チ
の
カ
バ
ー
を
開
け
、
ボ
タ
ン
を
押
す
と
炉
が
開
い
た
。
外
か
ら
見
え
る
炉
の
中
は
、
や
け
に
生
々
し
い
。
あ
ぁ
、

父
は
こ
れ
か
ら
こ
こ
で
焼
か
れ
る
の
だ
な
と
思
う
と
、
胸
が
締
め
付
け
ら
れ
る
、
と
書
き
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
感
傷
に
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浸
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。

火
夫
さ
ん
が
電
動
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
を
操
作
し
て
棺
を
炉
の
中
に
。
手
動
部
分
は
霊
柩
車
か
ら
電
動
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
運
ん
で

乗
せ
た
と
こ
ろ
だ
け
で
あ
っ
た
。
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
か
ら
自
動
で
炉
の
中
に
棺
が
入
っ
て
い
く
。
炉
を
閉
め
て
、
ボ
タ
ン
が
押
さ
れ

た
。
現
在
の
坂
出
市
は
わ
か
ら
な
い
が
、
祖
父
母
の
と
き
に
は
、
筆
者
が
ボ
タ
ン
を
押
し
た
。
ボ
タ
ン
を
押
す
と
同
時
に
「
ボ
ッ
」

と
音
が
し
た
。
あ
の
感
触
と
音
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
筆
者
が
、
筆
者
自
身
の
手
で
焼
い
て
い
る
と
の
感
覚
が
今
で
も
残
っ
て

い
る
。
今
回
は
す
べ
て
火
夫
さ
ん
が
行
い
、
点
火
の
音
も
な
い
。

こ
の
後
、
待
合
室
に
通
さ
れ
る
。
す
で
に
注
文
し
て
あ
っ
た
料
理
が
並
ん
で
い
る
。
火
葬
場
に
行
っ
た
の
は
総
勢
十
名
。
筆
者
と

妹
以
外
は
高
齢
者
。
一
番
小
さ
な
も
の
を
注
文
し
て
い
た
が
、
机
に
並
ん
で
い
る
料
理
は
意
外
と
豪
勢
に
見
え
る
。
ビ
ー
ル
は
斎
場

担
当
の
Ｋ
社
職
員
に
、
献
杯
用
に
と
ビ
ー
ル
三
本
を
頼
ん
で
い
た
。
斎
場
で
担
当
者
に
確
認
し
た
の
だ
が
、
そ
の
時
に
ビ
ー
ル
は
中

ビ
ン
と
言
わ
れ
た
。
十
人
だ
か
ら
三
本
も
あ
れ
ば
献
杯
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
。
父
の
兄
弟
は
皆
下
戸
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
机
の
上
に
あ

っ
た
の
は
三
百
五
〇
ml
の
缶
ビ
ー
ル
が
三
本
。
思
わ
ず
火
葬
場
担
当
の
人
に
、
ビ
ン
で
は
な
い
の
か
と
尋
ね
た
ら
、「
缶
し
か
な
い

ん
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
る
。
足
り
な
か
っ
た
ら
追
加
し
て
く
だ
さ
い
と
の
こ
と
。
火
葬
は
大
体
七
十
分
が
目
途
と
言
わ
れ
る
。
遺
影

と
位
牌
を
置
く
場
所
が
あ
り
、
飲
め
な
い
父
に
も
ビ
ー
ル
を
注
ぎ
、
皆
に
行
き
わ
た
っ
た
と
こ
ろ
で
筆
者
が
献
杯
。
そ
の
後
、
親
族

た
ち
が
父
の
思
い
出
話
し
に
花
を
咲
か
せ
た
。
筆
者
は
、
こ
こ
で
Ｋ
社
の
担
当
者
に
帰
り
の
タ
ク
シ
ー
の
手
配
を
お
願
い
し
た
。
一

台
は
自
宅
に
、
二
台
は
藤
沢
駅
行
で
あ
る
。

さ
す
が
に
少
し
解
放
さ
れ
た
た
め
か
、
今
ま
で
体
が
受
け
付
け
な
か
っ
た
酒
が
入
る
。
ビ
ー
ル
を
追
加
注
文
。
こ
こ
で
の
料
理
は

葬
儀
社
か
ら
葬
儀
費
用
と
し
て
請
求
が
く
る
が
、
飲
み
物
代
は
火
葬
場
を
出
る
と
き
、
ま
と
め
て
売
店
で
支
払
う
と
の
シ
ス
テ
ム
に

な
っ
て
い
る
。
注
文
を
す
る
と
Ｋ
社
の
火
葬
場
担
当
職
員
が
運
ん
で
き
て
く
れ
る
。

骨
上
げ
十
分
前
に
、
待
合
室
に
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
、
Ｋ
社
の
担
当
者
が
十
分
前
に
な
っ
た
の
で
、
ト
イ
レ
に
行
か
れ
る
方
は
、
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今
の
う
ち
に
行
っ
て
下
さ
い
と
い
う
。
そ
の
間
に
、
筆
者
は
売
店
へ
行
き
、
清
算
を
済
ま
せ
た
。
Ｋ
社
の
担
当
者
は
予
め
荷
物
を
タ

ク
シ
ー
に
運
び
入
れ
て
お
い
て
く
れ
る
と
い
う
。

（
四
）
骨
上
げ

収
骨
室
に
案
内
さ
れ
、
し
ば
ら
く
待
っ
て
い
る
と
、「
家
族
」
だ
け
が
呼
ば
れ
た
。
著
者
・
母
・
妹
と
三
人
。
遺
骨
の
「
確
認
」

と
の
こ
と
。
炉
の
前
へ
行
く
と
、
炉
が
開
け
ら
れ
る
。
中
を
見
る
と
ま
だ
一
部
に
火
が
残
っ
て
い
た
が
。
ま
た
自
動
で
手
前
に
引
き

出
さ
れ
た
。
骨
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
こ
こ
で
も
感
傷
に
浸
る
間
も
な
く
、
ち
ゃ
ん
と
焼
け
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
さ
せ
ら
れ
た
。

そ
し
て
我
々
は
ま
た
収
骨
室
へ
戻
る
。「
家
族
」
と
し
た
の
は
、
本
論
と
は
直
接
関
係
な
い
が
、
家
族
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
筆

者
は
明
ら
か
に
し
得
て
な
い
た
め
で
あ
る
・
両
親
・
妹
・
筆
者
は
別
々
に
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
こ
れ
が
「
家
族
」
な
の
か
。

待
っ
て
い
る
と
、
今
度
は
手
押
し
で
や
っ
て
き
た
。
先
ほ
ど
見
た
ま
ま
が
運
ば
れ
て
く
る
の
だ
と
思
っ
た
が
、
骨
壺
に
入
れ
る

分
だ
け
が
収
骨
室
に
運
ば
れ
て
き
た
。
炉
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
と
き
、
小
さ
い
骨
壺
な
の
で
、「
残
り
は
こ
ち
ら
で
処
分
し
ま
す
が
、

よ
い
で
す
ね
」
と
確
認
さ
れ
て
い
た
。
あ
の
時
が
「
家
族
」
と
の
最
期
の
対
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

相
ば
さ
み
で
親
族
が
収
骨
。
残
り
を
火
夫
さ
ん
が
、
こ
れ
が
の
ど
仏
、
こ
れ
が
頭
骨
と
い
っ
て
、
最
後
に
納
め
て
く
れ
た
。
こ
の

と
き
、
親
族
に
遺
骨
は
香
川
の
墓
に
入
れ
る
の
で
、
小
さ
い
遺
骨
に
し
た
と
説
明
。
そ
ん
な
話
し
を
し
て
い
る
と
、
Ｋ
社
の
担
当
者

が
「
関
西
は
カ
ロ
ー
ト
も
狭
い
の
で
、
関
東
で
火
葬
し
て
も
小
さ
な
骨
壺
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
」
と
話
し
に
入
っ

て
き
た
。
父
の
一
番
下
の
弟
の
奥
方
は
九
州
出
身
で
、
や
は
り
骨
壺
は
小
さ
い
と
の
こ
と
。
な
お
世
田
谷
区
の
佐
藤
葬
祭
の
社
長
が

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
毎
日
、
い
ろ
い
ろ
な
人
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
と
い
う
番
組
（『
葬
儀
葬
祭
チ
ャ
ン
ネ
ル
有
限
会
社
佐
藤
葬
祭
』）

を
ア
ッ
プ
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
四
四
五
回
「
骨
壺
の
大
き
さ
、
関
西
だ
け
ど
母
の
骨
は
全
部
拾
い
た
い
」
の
回
で
、
番
組
を
通
し

て
リ
ス
ナ
ー
の
情
報
か
ら
「
関
西
」
の
す
べ
て
が
一
部
収
骨
と
は
限
ら
な
い
と
言
っ
て
い
た
（
二
〇
一
七
年
九
月
一
日
）。
た
だ
し

筆
者
は
収
骨
の
形
の
分
布
は
調
べ
た
こ
と
が
な
い
。
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ま
た
第
三
八
二
回
に
は
「
火
葬
場
で
骨
を
食
べ
ち
ゃ
う
人
が
い
る
の
？
」
と
題
し
、
こ
の
質
問
に
対
し
て
、
社
長
が
実
際
に
遺

骨
を
食
べ
る
人
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
返
答
し
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
六
月
二
十
七
日
）。
そ
こ
で
担
当
者
に
尋
ね
て
み
た
。
や
は

り
、
骨
を
か
じ
っ
た
り
、
粉
々
に
な
っ
た
骨
を
手
で
す
く
っ
て
口
に
入
れ
る
人
が
実
際
に
い
る
の
だ
そ
う
だ
。
こ
れ
は
骨
噛
み
の
習

俗
を
想
起
さ
せ
る
。
伊
藤
彰
が
『
山
口
県
の
葬
送
・
墓
制
』
で
「
下
関
市
横
野
や
豊
北
町
角
島
で
は
葬
儀
に
ゆ
く
こ
と
を
「
骨
か
み

に
ゆ
く
」
と
い
う
。
下
関
吉
見
・
彦
島
・
内
日
あ
た
り
で
は
、
親
族
た
ち
が
大
釜
で
炊
い
た
こ
げ
飯
を
食
べ
る
。
こ
れ
を
「
ホ
ネ
カ

ミ
」
ま
た
は
「
ホ
ネ
カ
ジ
リ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
下
関
市
安
岡
・
小
野
・
高
道
・
勝
山
な
ど
で
は
、
葬
儀
の
際
「
骨
噛
み
」
と
称
し

て
小
豆
を
噛
む
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
／
以
上
の
地
域
は
響
灘
の
沿
岸
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
が
、
北
浦
沿
岸
を
東
上
し
た
田
万
川
町

江
崎
で
は
、
死
者
が
惣
助
と
い
う
名
で
あ
れ
ば
、
葬
儀
に
列
す
る
こ
と
を
「
惣
助
を
食
い
に
ゆ
く
」
と
い
っ
て
い
た
。
／
こ
の
よ
う

な
言
葉
の
分
布
は
山
口
県
の
沿
岸
地
域
に
限
っ
て
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
南
西
諸
島
か
ら
九
州
に
か
け
て
点
々
と
分
布
す
る
よ
う

で
あ
る
。
筆
者
も
福
岡
県
玄
海
町
上
八
で
「
ホ
ネ
カ
ミ
」
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
／
「
惣
助
を
食
い
に
ゆ
く
」
の
よ
う
な
使
用
例

は
、
山
口
県
内
で
は
い
ま
の
と
こ
ろ
一
例
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
石
垣
島
で
は
「
プ
ッ
オ
イ
ナ　

ハ
ラ
ヌ
」（
人
を
食
い
に
ゆ

く
か
）
の
語
が
あ
る
と
い
う
。
／
国
分
教
授
は
つ
い
で
に
現
実
に
死
者
の
火
葬
骨
を
噛
む
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
、
そ
こ
に
は
死

者
と
一
体
に
な
ろ
う
と
す
る
儀
礼
的
な
食
屍
肉
と
共
通
す
る
思
想
が
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。
／
骨
を
噛
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者

の
霊
が
宿
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
浄
化
さ
れ
た
死
者
の
霊
を
え
て
、
自
ら
の
生
命
力
を
さ
ら
に
強
化
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
／
性
病
に
か
か
っ
た
と
き
、
人
の
骨
を
噛
む
と
治
る
。
火
葬
骨
粉
を
水
で
練
っ
た
も
の
を
貼
る
と
頬
腫
れ
に
効
く
、
土
葬
墓
の

棺
底
に
溜
ま
っ
た
遺
体
の
汁
を
飲
む
と
結
核
が
よ
く
な
る
な
ど
は
、
下
関
市
の
井
原
晃
融
採
集
に
よ
る
事
例
で
あ
る
が
、
結
核
は
と

く
に
頭
蓋
骨
が
効
く
と
い
う
話
は
、
長
門
市
や
大
島
郡
な
ど
で
筆
者
自
身
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。」
と
報
告
し
て
い
る
〔
伊
藤　

一
九
七
九　

九
四
～
九
五
〕。
伊
藤
の
報
告
で
は
、
南
西
諸
島
や
九
州
北
部
・
山
口
県
の
習
俗
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
の
理
由
は

ど
う
で
あ
れ
、
現
在
的
に
首
都
圏
や
そ
の
近
郊
の
火
葬
場
で
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
部
地
域
で
行
わ
れ
て
い
た
習
俗
が
、
人
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口
流
動
を
背
景
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
一
応
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
実
行
者
は
、
当
該
地
域
の
出
身
者
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
人
口
流
動
が
大
き
い
現
在
と
は
い
え
、
こ
れ
ほ
ど
、
多
く
の
目
撃
情
報
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
「
伝
播
」
の
可
能
性

も
視
野
に
い
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
伝
播
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
受
容
す
る
観
念
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
遺
骨
に

対
す
る
観
念
の
問
題
と
な
る
。
か
つ
て
は
土
葬
の
地
域
が
多
か
っ
た
の
で
、
遺
骨
＝
遺
体
と
し
て
考
え
る
が
、
筆
者
は
遺
体
に
対
す

る
思
い
は
あ
ま
り
高
く
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
も
、
す
で
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が

〔
林　

二
〇
一
〇
・
二
〇
一
六
〕、
遺
骨
を
噛
む
こ
と
が
、
死
者
と
の
一
体
化
に
繋
が
る
と
す
れ
ば
、
霊
力
の
取
り
入
れ
と
い
う
解
釈

が
成
り
立
つ
。
た
だ
し
、
日
本
の
場
合
、
遺
体
と
霊
と
の
分
化
が
み
ら
れ
る
の
で
、「
遺
骨
を
か
じ
る
＝
霊
力
を
取
り
込
む
」
と
の

構
図
に
な
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
、
も
う
少
し
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
遺
体
を
け
が
れ
た
も
の
と
考
え
る
文
化

の
中
で
、
遺
骨
を
口
に
す
る
習
俗
が
簡
単
に
伝
播
す
る
と
は
考
え
難
い
。

こ
の
件
と
関
連
す
る
現
在
的
な
形
と
し
て
手
元
供
養
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
火
葬
は
「
火
葬
」
で
完

結
し
な
い
。
現
在
で
は
散
骨
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
そ
の
後
に
埋
骨
す
る
こ
と
で
完
結
す
る
（
古
代
で
は
「
火
葬
―
散
骨
」
の
構

図
が
み
ら
れ
る
が
〔
林　

二
〇
一
〇
〕）。
つ
ま
り
、
火
葬
し
て
土
葬
す
る
と
い
う
葬
儀
が
二
段
階
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
現
在
で
は
、
カ
ロ
ー
ト
で
は
な
く
、
自
然
に
返
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
樹
木
葬
や
合
葬
が
流
行
し
て
い
る
。
自
然
に
返
る
と

の
観
念
は
土
葬
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
観
念
さ
れ
る
「
自
然
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
稿
を

改
め
る
が
、
手
元
供
養
は
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
観
念
に
よ
る
も
の
に
み
え
る
。
た
と
え
ば
遺
骨
の
一
部
を
セ
ラ
ミ
ク
ス
に
し
て

「
現
世
」
に
保
存
す
る
の
で
あ
る
。
遺
族
が
故
人
を
近
く
に
置
い
て
お
き
た
い
と
の
観
念
に
、
加
工
技
術
が
追
い
つ
い
た
と
い
う
こ

と
か
も
し
れ
な
い
が
、
遺
骨
へ
の
執
着
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も
、「
骨
」
と
し
て
で
は
な
く
メ
モ
リ
ア
ル
な
形
に

す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
骨
を
噛
む
こ
と
は
、
残
す
こ
と
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
が
、
故
人
の
体
の
一
部

を
取
り
入
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
手
元
に
お
い
て
お
く
こ
と
と
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
自
然
に
返
り
た
い
と
の
観
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念
と
の
間
に
矛
盾
は
な
い
と
考
え
る
。
手
元
供
養
す
る
に
し
て
も
、
手
元
に
お
か
れ
る
の
は
一
部
で
あ
り
、
そ
の
方
法
が
ど
う
で
あ

れ
、
多
く
は
埋
骨
さ
れ
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
の
は
、
手
元
供
養
を
し
た
い
と
思
う
の
は
遺
族
の
側
で
あ
り
、「
別
れ
」
を
惜
し
む

と
の
感
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
一
方
の
自
然
に
返
り
た
い
と
の
意
識
は
故
人
の
生
前
の
意
識
な
の
で
あ
る
。

火
夫
さ
ん
が
骨
壺
を
木
箱
に
納
め
、
さ
ら
に
埋
葬
許
可
証
を
入
れ
て
か
ら
、
蓋
布
を
掛
け
、
白
い
布
で
包
ん
で
く
れ
た
。
こ
れ
を

妹
が
持
つ
。
母
が
位
牌
、
筆
者
が
遺
影
で
あ
る
。
特
に
誰
が
何
を
持
つ
か
を
決
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
荷
物
や
花
は
す
で
に
帰

宅
用
タ
ク
シ
ー
に
積
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
助
か
っ
た
が
、
藤
沢
駅
行
の
親
族
が
乗
る
タ
ク
シ
ー
に
、
今
度
は
あ
ら
か
じ
め
お
よ
そ

の
金
を
渡
し
て
お
い
た
。

タ
ク
シ
ー
出
発
。
途
中
で
親
族
の
タ
ク
シ
ー
と
方
向
が
別
れ
、
一
路
家
へ
。
家
の
前
に
着
く
と
、
運
転
手
さ
ん
が
、
荷
物
お
ろ
し

を
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
家
に
あ
が
り
、
早
速
後
飾
り
を
作
る
。
机
は
折
り
た
た
み
式
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
簡
単
に
組
み
立
て
ら
れ

る
。
ま
た
飾
り
方
の
説
明
書
が
写
真
付
き
で
あ
っ
た
の
で
、
母
が
そ
の
通
り
に
い
ろ
い
ろ
と
並
べ
る
。
荷
物
を
家
で
広
げ
た
と
こ
ろ

で
、
清
め
の
塩
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
荷
物
が
多
く
、
結
局
何
も
し
な
か
っ
た
。

帰
宅
後
も
仕
事
が
あ
る
。
香
典
整
理
で
あ
る
。
さ
ら
に
参
列
で
き
な
か
っ
た
人
か
ら
の
電
話
攻
勢
。
母
は
の
ん
び
り
し
て
ら
れ
ず

に
一
日
が
終
わ
っ
た
。

葬
儀
が
終
わ
っ
て
か
ら
勝
林
寺
と
連
絡
が
つ
き
、
四
十
九
日
頃
に
改
め
て
仏
式
で
供
養
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
戒
名

を
つ
け
て
も
ら
い
位
牌
を
作
っ
た
。
母
が
四
十
九
日
頃
に
勝
林
寺
へ
行
き
、
供
養
を
し
て
も
ら
え
た
。
母
は
そ
れ
で
満
足
し
た
よ
う

だ
っ
た
。
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五
、
お
わ
り
に

段
取
り
は
す
べ
て
葬
儀
社
が
や
っ
て
く
れ
る
の
で
、
旧
来
葬
家
が
や
っ
て
い
た
湯
灌
・
納
棺
を
は
じ
め
、
隣
組
へ
の
振
る
舞
い
な

ど
も
や
る
必
要
が
な
い
。
隣
組
の
互
助
で
は
労
働
の
等
価
交
換
と
し
て
葬
儀
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
葬
家
が
葬
儀
社
か

ら
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
受
け
取
り
、
金
銭
と
い
う
対
価
を
支
払
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
無
縁
ゆ
え
葬
家
の
こ
と
を
葬
儀
社
が
知
る
由
も

な
い
。
電
話
一
つ
で
仕
事
と
し
て
引
き
受
け
る
。
葬
家
と
し
て
は
、
無
縁
の
葬
儀
社
に
金
銭
を
払
っ
て
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
気
安

さ
が
あ
る
一
方
で
、
故
人
を
送
る
、
別
れ
の
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
る
重
要
な
儀
礼
と
し
て
の
感
覚
が
あ
る
た
め
、
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ

を
き
ち
ん
と
埋
め
な
け
れ
ば
、
葬
家
に
と
っ
て
は
心
残
り
に
な
る
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
は
な
い
。

葬
儀
の
当
事
者
と
し
て
感
じ
た
こ
と
の
中
に
、
現
代
葬
儀
に
お
け
る
二
つ
の
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
つ
は
故
人
「
ら
し

さ
」
の
演
出
で
あ
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
す
で
に
述
べ
て
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
み
ら
れ
た
。
故
人
の
「
生
」
を
繰
り
返
し

演
出
す
る
こ
と
で
、
故
人
と
の
「
生
」
の
関
係
を
断
ち
切
る
と
同
時
に
、「
追
慕
」
す
る
こ
と
で
、
逆
に
喪
失
の
実
感
を
充
足
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
別
れ
」
の
演
出
と
重
な
る
部
分
と
い
え
る
。
こ
の
「
別
れ
」
の
演
出
が
、
旧
来
の

「
送
り
」
を
顕
現
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
旧
来
の
葬
儀
の
よ
う
に
野
辺
送
り
と
い
っ
た
具
体
的
に
可
視
化
さ
れ
た
「
送
り
」
や
「
別

れ
」
は
な
い
。
演
出
一
つ
で
そ
れ
ら
の
充
足
感
が
決
ま
る
。
そ
の
演
出
の
手
助
け
を
す
る
の
が
葬
祭
業
者
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
葬

祭
業
者
は
故
人
の
こ
と
、
ま
た
遺
族
が
ど
の
よ
う
な
葬
儀
を
あ
げ
た
い
の
か
を
き
ち
ん
把
握
し
、
遺
族
と
意
思
疎
通
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

一
つ
は
、
一
連
の
儀
礼
の
分
化
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
送
ら
れ
る
対
象
と
な
る
遺
体
は
、
か
つ
て
は
遺
族
と
と
も
に
あ
っ

た
。
し
か
し
、
斎
場
で
葬
儀
を
行
う
こ
と
が
一
般
的
に
な
り
、
ま
た
遺
体
を
斎
場
へ
預
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
と
く
に
一
日
葬
の
場

合
、
葬
儀
以
外
に
故
人
と
遺
族
が
共
に
過
ご
す
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
で
葬
儀
に
お
け
る
、
故
人
と
遺
族
と
の
物
理
的
分
離
が
認
め
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ら
れ
る
。
そ
し
て
旧
来
親
族
が
行
っ
て
き
た
湯
灌
・
納
棺
は
納
棺
師
と
い
う
専
門
職
が
行
う
よ
う
に
な
り
、
葬
儀
執
行
に
お
け
る
親

族
の
関
わ
り
方
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
葬
儀
の
相
談
、
斎
場
や
火
葬
場
で
の
担
当
者
、
請
求
書
を
持
参
し
た
者
が
異
な
っ
て
い

た
。
一
つ
の
企
業
が
全
部
を
請
け
負
っ
て
は
い
る
が
、
遺
族
か
ら
み
る
と
担
当
者
が
変
わ
る
こ
と
で
、
儀
礼
が
分
断
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
た
。
地
元
業
者
に
頼
め
ば
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
地
縁
性
の
瓦
解
の
中
で
、
地
元
葬
儀
社
と
の
付
き
合
い

も
な
く
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
筆
者
が
体
験
し
た
葬
儀
が
特
別
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
儀
礼
の
意
味
の
変
化
に
つ
い
て
は
も
う
少

し
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
な
っ
た
。

な
お
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
最
中
に
、『
お
み
お
く
り
』
と
い
う
映
画
が
公
開
さ
れ
た
。
納
棺
師
に
テ
ー
マ
が
当
て
ら
れ
、

遺
族
の
思
い
を
く
ん
で
主
に
化
粧
や
事
故
で
傷
ん
だ
遺
体
の
修
復
を
し
、
遺
体
を
き
れ
い
に
す
る
と
い
う
仕
事
と
し
て
描
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
映
画
に
お
い
て
、
遺
族
が
故
人
を
「
送
る
」
こ
と
の
感
情
が
よ
く
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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The funeral has been held by a local community. Drop of the 
connection of the local of the local community. Therefore, a funeral has 
hold by a funeral company and an economic principle will be brought 
into the funeral. In this study, I showed how a now funeral was held a 
funeral of my father as an example. I clarify a funeral expense of my 
father, and I studied the difference between old funeral way and now 
funeral way. The funeral of my father was held only in families and was 
held in irreligion. In Japan, the funeral in only in families and in irreligion 
increase now. I thought about reasons that become receiving the funeral 
only in families and in irreligion in this study.

Study on now funeral : 
A funeral of my father as an example
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