
畑
の

一
隅
に
死
者
を
葬
る

習
俗
を
め
ぐ

っ
て

|
|

葬
送

・

墓
制
史
の
理
解
の
た
め

に
|
|

円
u

も
M

藤

正

春

一
、

は
じ
め
に

柳
m
同
男
は
「
却
抑制
の
治
情
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、

「同
数
と
近
接
し
た
控

ヘ
地
の
片
附
な

ど
に

、
先
祖
代
々
の
石
燃
を
守
諮
し
て
肘
る
例
は
、
関
東
奥
羽
の

村
々
に
多
い
の
み
な
ら
ず
、
足
と
全
く
隔
絶
し
た
南
九
州
の
山
村
な
ど
に
も
、
往
々

に
し
て
之
を
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
る
」
と
述
べ

f!�il 
凹

二
O
O

一
一
九
八

続
け
て
「
其
墓
場
が
今
尚
埋
葬
所
と
し
て
、
使
用
せ
ら
れ
て
属
ら
ぬ
も
の
が
多
い

の
を
見
れ
ば
:
・
」
と
記
す
(
柳
田二
O
O

一
一
九
八
)。
「共
墓
湯
」
は
先
姐
代
々

の
石
熔
の
守
護
さ
れ
た
控
え
地

の
片
附
を
意
味
す
る
か

ら
、
柳
田
は
、
そ
の
よ
う

な
「
基
喝
」
に
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
折
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る

。

そ
の

一
つ
は
、
後
半
の
引
間
に
述
べ
ら
れ
た

、

「
共
墓
湯
」
を
「
今
尚
」思
葬

所
と
し
て
用
い
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

。

こ
れ
は
「
固
有
」
と
み
な
さ
れ
、
古
代

以
前
の
秘
抑
制
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る

(
柳
問

二
O
O

一
一
九
八
、
加
藤

二
O

一
二
一
五
七
)。
も
う

一
つ
は
、
引
用
の
同
じ

部
分
に
合
意
さ
れ
る
、
「
其
墓
場
」を
す
で
に
埋
葬
所
と
し
て
用
い
て
い
る
例
で

あ
る
。

こ
れ
は
、
「
引
に
そ
の
分
布
は
全
国
で
あ
る

」
(
柳
凶

二
O
O

一

九
八
)
と
認
識
さ
れ
、

『明
治
大
戸
化
史
世
相
知」
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る

。

さ

り
と
て

述
い
荒
野
や
・
寂
し
い
山
に
愛
す
る
者
を
棄
て
に
行
く
の
は
猶
必

び
な
い
の
で

、

そ
れ
が
い
っ
と
無
く
家
の
傍
の
礼
拝
所
に
川
め
る
宵
は
し
と

狼
り
に
耕
地
の
際
へ
埋
葬
し
て
は

相
成

は
な
っ
た
の
で
あ
る

。

明
治
の
初
、

ら
ぬ
と
い
ふ
達
し
の
出
た
の
も
、
此
風
を
然
ず
る
目
的
で
あ
っ
た
が

、
既
に

線
強
い
悩
習
に
な
っ
て
居
た
と
見
え
て
、
今
も
南
九
州
や
関
東
奥
羽
の
山
村

の
、

口
座
敷
に
悼
惜
し
た
控
え
地

の
片
隅
な
ど
に

、

前
々
か
ら
の
葬
地
が
残
っ
て

居
る
。

(
柳
田

一
九
九
j
a

五

一
O
)。

」
こ
で
は
、
葬
法
と
し
て
の
オ
キ
ッ
ス
タ
へ

(
以
下
、
地t
安
世
型
作
法
と
呼

ぶ
)
と
土
務
、
人
を
採
る
幼
所
と
し
て
の

「述
い
荒
野
や
寂
し
い
山
」
と
「
家
の

傍
の
礼
拝
所
」と
い
う
、
問
つ
の
皮
京
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

。
「荒
野
と
山
」

は
死
体
の
安
世
場
所
で
あ
り
、
「礼
M
什
所
」
は
「
死
の
聯
忽
か
ら
出
来
る
だ
け
早

く
離
脱
し
て
、
清
い
安
ら
か
な
心
で

」
(柳
田
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九
九
j
b

一

一
O
E

)
「祖
霊

を
礼
拝
し
、
E
つ
供
養
す
る
」
(
柳
田

一
九
九
八
a

・

五
O
九
)
場
で
あ
っ
た

。

そ
し
て
、

地
上
安
置
型
葬
法
か
ら
上
葬
へ
と
い
う
葬
法
の
推
移
が
あ

っ
て
、
多
く

の
礼
拝
所
が
葬
地
に
な
っ
た
。

柳
凹
は
、
こ
の
変
化
に
は
都
市
の
勃
興
に
よ
る
人

心
の
変
化
、
仏
教
寺
院
の
附
与
、
江
戸
幕
府
の
施
策
な
ど
が
か
か
わ

っ
て
い
る
と

一
九
九
八
a

一
五
O
九
1

五
一
一
)。

論
ず
る

(柳
田

い
ず
れ
に
せ
よ
、
引
用
し
た
柳
町
の

一
連
の
文

一
一
z

n
は

、

「家
の
傍
の
礼
拝
所
」

か
っ
そ
こ
に

は

「耕
地

と
「
屋
敷
と
近
接
し
た
控
え
地
」
が
同
じ
も
の
で
あ
り

、

の
際
」
、
す
な
わ
ち
畑
も
含
ま
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る

。

柳
田
は

「控
え
地
」

を
広
く
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
の
研
究
は
、
こ
の
場
所
を

「
屋敷
墓
」
と

し
て
把
爆
し
、

「
家の
傍
の
礼
持
所
」
と
の
関
述
を
問
う
方
向
に
進
ん
だ
よ
う
に

思
え
る
。

そ
の
よ
う
な
議
論
は
、

「控
え
地
」
の
属
性
の

一
万
の
端
を

し
か
し
、



み
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
の
端
は
見
据
え
ら
れ
て
い
な
い

。

そ
の
こ
と
は
、
畑
の

一
隅
へ
の
死
者
の
埋
葬
と
い
う

習
俗
の
定
位
を
む
ず
か
し
く
し
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

そ
こ
が
畑
で
あ
れ
ば
、
屋
敷
墓
と
い
う
論
点
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

そ
れ
を
屋
敷
墓
と
み
な
し
た
の
で
は
、
そ
の
葬
法
の
特
色
が
浮
か
び
上
が
ら
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
は
本
稿
で
、
死
者
を
畑
に
葬
る
習
俗
を
再
検
討
し
、
そ
の
特
質
を
論
ず
る
こ

と
に
し
た
い

。

そ
れ
は
、
墓
と
葬
法
と
そ
の
歴
史
的
変
容
に
か
か
わ
る

一
定
の
知

見
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
葬
送

・

墓
制
史
の
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
理
解
を

可
能
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

当
該
分
野
に
か
か
わ
る
従
来
の
研
究
は
、
部
分

的
な
事
例
を
も
っ
て
全
体
の
理
解
を
推
し
量
る
も
の
で
あ

っ
た
。

本
稿
で
の
議
論

は
、
そ
の
よ
う
な
見
方
の
是
非
に
も

言
及
す
る
も
の
と
な
ろ
う

。

取
り
上
げ
る
事
例
は
、
田
中
正
明
が
論
じ
た
東
京
都
西
多
摩
郡
槍
原
村
雨
検
原

の
報
今
(
田
中

一
九
七
九
。

初
出
は

一
九
七
四

と
、
土
井
久
義
が
論
じ
た
徳

島
県
の
穴
吹
町
古
宮
(
現
徳
島
県
美
馬
市
穴
吹

町
古
宮
)

の
報
告
(
上
井

一
九
七
九
。

初
出
は

一
九
七
六
)
で
あ
る
。

田
中
の
報
告
は
主
に

一
九
七
二
年
の

調
査
に
も
と
づ
き
、
上
井
の
報
告
は

一
九
七
0
年
代
半
ば
の
調
査
に
よ
っ
て
い
る
。

議
論
に
入
る
前
に
、
墓
の
最

小
限
の
定
義
を
し
て
お
こ
う
。

柳
田
は
「
葬
制
の

沿
革
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
「
ハ
カ
と
い
ふ
日
本
一
話
は
本
来
漢
字
の
「
墓
」
に

は
相
当
せ
ず
、
寧
ろ
斯
う
い
ふ
普
か
ら
の
、
葬
処
と
し
て
特
定
せ
ら
れ
た
土
地
を

意
味
し
て
居
た
か
と
恩
ふ
が
:
・
」
と
述
べ

柳
田

二
O
O

一
一

O

カ
と
は
京
都
の
五
三
昧
の
よ
う
な
、
人
を
葬
る
た
め
に
特
定
さ
れ
た
土
地
区
画
を

さ
す
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た

。

墓
を
定
義
す
る
試
み
は
、
柳
旧
の
こ
の
文

言
に

依
る
の
が
よ
い

。

本
稿
で
私
は

一
人
の
死
者
を
葬
る
場
所
な
い
し
葬
っ

た
場
所
を
葬
送
地
点
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

土
葬
の
場
合
、
そ
の
場
所
は
埋
葬
地
点
と
呼
ぶ

こ

と
に
な
る

。

そ
し
て
柳
田
に
な
ら
い
、
単

一
の
葬
送
地
点
な
い
し
被
数
の
葬
送
地
点
を
囲
い
込

み
、
そ
の
場
所
を
死
者
を
葬
る
専
用
の
土
地
区
画
と
し
て
特
定

化
し
た
も
の
を
墓

と
定
義
す
る
。

そ
こ
に
死
者
が
務
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

定
の

し
た
が

っ
て

、

土
地
が
区
画
さ
れ

、

そ
こ
に
何
ら
か
の
表
象
が
装
置
さ
れ
て
い
て
も
そ
れ
は
墓
で

は
な
い
。

ま
た
、

そ
の
場
所
に
死
者
が
葬
ら
れ
て
い
て
も

、

そ
の
葬
送
地
点
が
死

者
を
葬
る
た
め
に
特
定
さ
れ
た
場
所
で
な
い
の
な
ら
ば
、

そ
れ
は
墓
で
は
な
い

。

墓
は
葬
送
地
点
を
含
む
が
、
葬
送
地
点
は
必
ず
し
も
墓
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い

。

一
人
の
死
者
を
葬
る
墓
、
す
な
わ
ち
、

一
つ
の
葬
送
地
点
を
囲
い
込
み

そ
の

土
地
区
画
を
そ
の
死
者
の
占
有
地
と
し
て
特
定
し
た
も
の
を
単
独
葬
墓
と
呼
ぶ

(
な
お
、
死
者
を
個
別
に
葬
る
葬
法
を
単
独
葬
と
呼
ぶ
)。

単
独
葬
墓
は
、

n
L
 

そ
こ
に

葬
ら
れ
た
死
者
を
表
象
す
る
装
置
で
あ
り
、
そ
の

人
格
や
個
性
を
示
す
も
の
と
し

そ
の
区
画
が
長
く
占
有
・
保
存

て
長
く
保
存
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

さ
れ
て
も
、
そ
こ
に
葬
さ
れ
た
死
者
の
人
格
や
個
性
が
保
存
さ
れ
な
い
場
合
も
あ

る
複
数
の
死
者
を
葬
る
墓
、
す
な
わ
ち
、
複
数
の
葬
送
地
点
を

一
つ
の
土
地
区
画

の
な
か
に
囲
い
込
ん
だ
墓
に
は
、
単

一
の
家
系
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
も
の
と
、

複
数
の
家
々
が
共
同
で
用
い
る
も
の
と
の

二
種
類
が
あ
る
。

前
者
を
家
墓
、

家

/、

墓
等
と
呼
び
、
後
者
を
共
同
墓
と
呼
ぶ

。

家
墓
は
、
家
系
の
死
者
を
次
々
と
葬
送

一
般
に
そ
の
家
が
私
有
す
る
か
、
排
他
的
使
用
機
を

す
る
点
で
追
葬
墓
で
あ
り

、

も
つ
。

共
同
墓
は
、
家
墓
と
同
じ
よ
う
に
追
葬
墓
で
あ
る
が
、

そ
の
土
地
区
画
は
家
ご



と
の
内
部
区
分
を
も
た
ず
、
私
有
も
さ
れ
な
い

。

そ
の
利
用
に
は
、
共
同
墓
の
論

理
と
で
も
い
う
べ
き
ル

l

ル
が
あ
る

加
藤

二
O

一
O

二
七
九
1

三
O
八
)。

家
々
は

一
定
の
秩
序
の
も
と
に
共
同
墓
に
次
々
と
死
体
を
追
葬
す
る
が
、
個
々

の
死
体
の
葬
送
地
点
を
占
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

。

そ
の
場
所
は
あ
る
程
度
の

時
間
の
後
に
、
次
の
死
者
に
明
け
渡
さ
れ
る

。

そ
の

地
点
に
葬
ら
れ
て
い
た
古
い

死
者
の
骨
は
、
共
同
墓
の
利
用
者
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
る

。

こ
の
こ
と
は
家

墓
に

つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

家
墓
や
共
同
墓
な
ど
の
追
葬
墓
で
は
、
葬
送
後
の
若
干

の
期
間
を
除
い
て
、
個
々
の
葬
送

地
点
が
囲
い
込
ま
れ
た
り
、
保
存
さ
れ
る
と
と

は
な
い

。

ま
た
、

そ
こ
に
措
辞
さ
れ
た
死
者
の
個
性
も
保
持
さ
れ
な
い
。

し
た
が

っ

て
、
家
墓
や
共
同
墓
内
の
個
々
の
葬
送

地
点
は
、
墓
の
最
小
限
の
定

義
を
満
た
さ
な
い
。

一
定
の
土
地
区
画
を
永
続
的
に
用
い
る
追
葬
墓
で
は
、
個
別

の
死
者
の
墓
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る

。

柳
田
が
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」
の

な
か
で
、

「
記念
の
保
存
と
い
ふ
こ
と
が
若
し
墓
と
い
ふ
も
の
の
主
た
る
目
的
で

あ
る
な
ら
ば
、
第

二
次
の
葬
処
こ
そ
本
当
の
我
々
の
墓
で
あ
っ
た

。

最
初
の
共
同

墓
地
は
今
も
昔
も

一
貫
し
て
、
常
に
或
る
短
き
期
間
の
使
用
に
の
み
供
せ
ら
れ
て

居
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ

さ
ら
に
、

「つ
ま

(
柳
田
二
O
O

一
一

一
一
O

り
我
々
は
三
昧
を
墓
だ
と
は
思
っ
て
居
な
か
っ
た
の
で
あ
る

」
と
記
す
の
は

杉H

回

一
九
七
)
、
こ
の
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る。
死
者
の
個
別
性
(
死

。

。

体
・
死
骨
の
個
別
性
、
死
者
の
人
格
や
個
性
の
個
別
性
)
は
、
物
理
的
に
も
観
念

的
に
も
、
共
同
墓
の
共
向
性
の
な
か
に
溶
け
込
み
、
消
え
て
行
く
の
で
あ
る

。

こ
の
よ
う
な
墓
の
最
小
限
の
定
義
は
、
以
下
に
進
め
る
事
例
の
検
討
に
、
大
枠

で
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

た
だ
し
、

そ
れ
は
「
墓
」
の
定
義
の
全
体
を

尽
く
す
も
の
で
は
な
い

。

必
要
な
場
合
に
は
、
定
義
の
拡
張
を
行
う
こ
と
に
な
ろ

λ
ノ
。

南
槽
原
の
墓
と
葬
法

東
京
都
西
多
摩
郡
檎
原
村
は
東
京
都
の
西
端
に
位
置
し
、
南
北
の
秋

川
渓
谷
に

沿
っ
た
山
間
部
に
集
落
(
小
字
)
が
点
在
す
る

。

集
落
の
標
高
は
、
東

側
の
本
宿

字
笹
野
で
海
抜
三
0
0

メ
ー
ト
ル
程
、
丙
端
の
数
馬
上
で
海
抜
六

0
0
メ
ー

ト
ル

余
で
あ
る
。

村
面
積
の
九

三
パ
ー
セ
ン
ト
が
山
林
で
あ
り
、
畑

地
は
約
二
・
六
パ

1

セ
ン
ト
と
少
な
い

(
桝
田

一
九
七
0
年
代
以
前
は

一
九
六
九
一
四

一
七
)。

山
林
経
営
と
畑
作
が
生
業
の
中
心
で
あ

っ
た
。

秋
川
沿
い
の
都
道
に
よ

っ

て
東
の

村
中
心
部
と
の
交
通
が
確
保
さ
れ
、
山
越
え
の
峠
道
に
よ

っ

て
北
多
摩
や
山
梨
県

側
の
集
落
と
の
交
通
が
行
わ
れ
て
き
た

。
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東
京
都
多
摩
地
区
の
民
俗
に
つ
い
て
は

一
九
六
0
年
代
に
東
京
都
教
育
委
員

会
に

よ
る
い
く
つ
か
の
調
査
が
行
わ
れ
、

田
中
正
明
に
よ
る

二
総
学
舎
大
学
付
属

高
等
学
校
社
会
科
研
究
部
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
調
査
も
進
ん
で
、
葬
墓
制
に

関
す
る
資
料
の
充
実
が
図
ら
れ
て
き
た

。

こ
の
な
か
で
、
宮
本
馨
太
郎
と
栗
山
欣

也
は
、
こ
の

地
域
(
秋
川
流
域
)
の
葬
墓
制
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
概
観
を
与
え

て
い
る

。以
前
、
墓
は
各
家
の
持
畑
な
ど
に
つ
く

っ
た
個
人
墓
が
多
か
っ
た
が
、
現

在
で
は
お
寺
の
墓
地
や
部
落
の
共
同
墓
地
に
家
墓
を
つ
く

っ

て
埋
葬
し
、
個

人
墓
は

一
部
に
僅
か
に
見
る
ほ
ど
に
変

っ
た
。

共
同
墓
地
は
、
数
馬
・
尾
根

通
で
は
明
治
中
頃
、
瀬

戸
岡
で
は
明
治
末
期
、
湯
久
保
で
は
第

二
次
大
戦
か

ら
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

。

共
同
墓
地
に
お
け
る
埋
葬
法
も
、
以
前
は



ナ
ゲ
コ
ミ
と
い
っ
て
、

と
く
に
区
画
を
限
ら
ず
に
埋
葬
し
て
い
た
が
、
現
在

で
は
各
家
ご
と
に
区
画
を
定
め
て
埋
葬
し
て
い
る

。

(
宮
本

架

一
九
六
九
一
五

こ
の
概
観
に
み
る
よ
う
に
、
南
槍
原
を
含
む
秋

川
流
域
で
は
、
明
治
時
代
前
半

以
前
に
は
家
々
の
畑
な
ど
に
死
者
を
個
別
に
埋
葬
す
る
葬
法
が
行
わ
れ
、

そ
れ
が

明
治
時
代
以
降
に
次
々
と
共
同

墓
地
が
整
備
さ
れ
て
、
そ
ち
ら
へ
の
埋
葬
へ
と
移

行
し
た
よ
う
で
あ
る

。

共
同
墓
地
の
ナ
ゲ
コ
ミ
と
い
う
葬
法
は
、
葬
地
を
共
同
利

用
す
る
追
葬
葬
法
で
あ
り
、
こ
の
葬
法
は
や
が
て
、
区
画
を
区
切

っ
た
家
墓
へ
の

家
ご
と
の
追
葬
葬
法
に
変
容
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る

。

な
お
、
「
?
」
の
地
域
で

は

一
般
に
上
葬
が
行
な
わ
れ
て
い
た
」
と
い
い

(
宮
本
、
栗
山

一
九
六
九

五
二
二
、
こ
の
時
点
で
火
葬
は

浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

。

田
中
が
調
査
し
た
南
槍
原
の
四
村

一
一
字
の
葬
墓
制
も
、
大
筋
で
こ
の
概
観
の

線
に
沿
っ
て
推
移
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る

。

表
1

に

一
一
字
に
関
す
る

田
中
の
報
告
の
概
要
を
示
す

。

な
お
、

田
中
は
民
俗
学
辞
典
の
大
間
知
篤

三
の
記

述
に
し
た
が
っ
て

(
田
中

民
俗
的
学
研
究
所

一
九
八
七

。

九
五

ハ
七
三
1

六
七
五
)
、
埋
葬
地
点
な
い
し
そ
れ
を
囲
い
込
ん
だ
土
地

を
第

一
次
墓
地
、
石
塔
建
立
地
点
を
第

二
次
墓
地
と
呼
ん
で
い
る

。

こ
こ
で
は
し

ば
ら
く
こ
の
用
語
法
を
用
い
る

。

(1
)
畑
へ
の
埋
葬

表
ー

を
み
る
と
、
田
中
が
第

一
次
墓
地
と
呼
ぶ
埋
葬
地
に
は
、
ど
の
字
(
集
落
)

で
も
、
自
家
の
畑
や
山
林
の

一
隅
に
自
家
の
死
者
を
個
別
に
埋
葬
す
る
も
の
と
、

共
同
墓
地
形
式
を
と
る
も
の
の

二
つ
が
み
い
だ
さ
れ
る
。

事
例
4

の
キ
タ
ム
キ
(
北

向
き
の
斜
面
)

は
畑
か
否
か
わ
か
ら
な
い
が
、
畑
な
い
し
山
林
に
準
ず
る
も
の
と

考
え
た
い

。

事
例
7

に
は
畑
の
埋
葬
地
の
記
載
が
な
い
が
、
こ
れ
は
そ
の
情
報
を

得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

。

事
例
2
1
5

、

8
、

9

を
み
る
と
、
共
同
墓
地
の
設
置
に
よ
っ
て
、
畑
や
山
林
へ

の
埋
葬
習
慣
が
衰
え
て
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

。

事
例
6

に
は
共
同
墓
地

以
前
の
畑
へ
の
埋
葬
の
記
載
が
な
い
が
、
特
定
の
家
で
畑
へ
の
埋
葬
が
選
択
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
記
述
は
、
こ
の
集
落
で
も
こ
の
葬
法
の
伝
統
が
、
共
同
墓

地
以
前
に
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る

。

共
同
墓
地
の
設
置
時
期
は
、
明
治
時
代
が
五
例
(
事
例

2

、

3
、

5
、

大
正
時
代
が

例
7

、

9
)

例
(
事
例
4
)、
昭
和
時
代
が

で
あ
る
。

大
正
四
年
以
前
の
設
置
と
な
る
事
例

6

、
明
治
時
代
以
降

例
(
事
例
1
)、
不
明
二
例
(
事

の
設
置
と
み
な
さ
れ
る
事
例
8

を
含
め
る
と
、
多
く
が
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代

に
か
け
て
の
設
置
で
あ
る

。

こ
の
こ
と
か
ら
、
畑
や
山
林
へ
の
埋
葬
葬
法
は
、
明
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治
時
代
か
そ
れ
以
前
の
、
こ
の

地
域
の
固
有
の
葬
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
。

な
お
、
事
例
ー

で
は
共
同
墓
地
の
設
置
が
昭
和
初
年
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
の
集
落
で
は
畑
へ
の
埋
葬
葬
法
が
大
正
時
代
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ

λ
ノ
。

畑
の
埋
葬
地
の
名
称
は
、
シ
マ

ツ
タ

卜
コ
ロ

(
事
例2
)、
シ
マ
ウ
ト
コ

司王

例
3 

あ
る
い
は
名
称
が
は
っ
き
り
し
な
い

と
い
う

。

事
例
4

、
事
例

8
)

事
例
ー

で
は
ウ
チ
ボ
チ
と
さ
れ
て
い
る
が
、

ボ
チ
と
い
う
名
称
は
新
し
い

(
柳
田

。

。

一
O

一
1

一
O
二
)。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
昭
和
時
代
に
共
同

墓

地
が
設
け
ら
れ
た
後
、
畑
の
葬

地
を
指
す
た
め
に
生
み
だ
さ
れ
た
こ
と
ば
と
思
わ

れ
る

。
シ
マ
ウ
ト
コ
、
シ
マ
ッ
タ
ト

コ
ロ
と
い
う
の
は
、
埋

葬
す
る
場
所
、
埋
葬
し
た



表事
例
1

第
事 
I由次

第
二
次

墓
地

N
S

家
の
例

事
例
2

第

一
次

墓
地

第

一次
墓
地

Y
G

・r率
の
例

事
例
3

第

一
次

墓
地

第
二
次

墓
地

南
権
原
の
墓
と
葬
送

本
宿
字
笹
野

〔名
林
〕
ウ
チ
ボ
チ
、
ボ
チ

自
家
の
畑
の

一
隅
を
均
葬
地
と
す
る
(
ウ
チ
ボ
チ
)
。

個
別
に
葬
る

。

共
同
墓
地

(
ポ
チ
)
。

昭
和
初
年
に
設
置
。

家
ご
と
に
区
画
さ
れ

一
三
区
阿
あ
る
。

ウ
チ

ボ
チ
を
持
た
ぬ
人
が
利
用

。

〔名
祢
〕
セ
キ
ヒ
オ
セ
キ

ウ
チ
ボ
チ
の
隣
核

地
や
屋
敷
の

一段
等
に
建
立
。

第
二
次
墓
地
を
持
つ
人
は
少
な
い

初
代
は
本
家
の
墓
域
に
浬
務
。

こ
の
人
の
セ
キ
ヒ
は
自
家
の
口

座敷
の
セ
ド
に
建

立
。
二
代

目
は
ボ
チ
に
峨
務
。

こ
の
人
の
セ
キ
ヒ
は
建

立
さ
れ
て
い
な
い
。

南
郷
字
柏
木
野

〔名
林
〕
γ
マ
ッ

タ
ト
コ
口
、
ハ
カ
シ
ョ

・

向
家
の
畑

の
思
務

一地

(シ
7
ッ

タ
ト
コ

ロ
)
。

個
別
に
埋
葬
。

共
同
墓
地
が
で
き
る
ま

で

附
い
ら
れ
た
採
法

。

共
同
墓
地

(ハ
カ
シ
ヨ
)
。

明
治
二
ヒ

1

一

八
年

一以
設
位
。

朗
幹
地
を
共同
利
附
す
る
迫
持

基
で
あ
っ
た
。

共
同
墓
地
は
、
昭
和
二
七
i

二
八
年
頃
、
墓
域
を
広
げ
、
家
ご
と
に
区
阿
化

〔
名
林〕

畑
へ
の
理
券
時
代
は
、
屋
敷
の
周
囲
や
畑
の

一
附
に
鐙

立
。

路
永
の
も
の
が
あ
る

。

共
同
墓
地
を
家
ご
と
の
区
凶
に
し
て
か
ら
、
共
同

墓
地
に
石
併
が
鐙
つ
よ
う
に
な

っ
た

他
に
あ
っ

た
石
培
も
集
ま

っ
て
き
た
。

屋
敷
の
セ
ド
(
襲
)
に
石
広
三
基
と
板
間

一
基
(
遺
体
は
埋
葬
さ
れ
て
い
な
い
)
。

・

条
件
の
良
い
畑
に
石
格

一
基
(
た
だ
し
、
遺
体
は
共
同
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る

)
。

上
の

一
名
を
含
め
、
共
同
墓
地
に
六
名
を
埋
葬

。

そ

れ
以
前
の
人
の
埋
葬
地
は
不
明
。

南
郷
字
出
畑

〔名
跡
〕
シ
マ
ウ
ト
コ
、
ハ
カ
シ

ョ

、
ボ
チ

自
家
の
畑
あ
る
い
は
山
林
を
埋
葬

地
と
す
る
。

主
に
、
明
治

=
二
年
以
前
に
行
わ
れ
た
持

法
。

こ
の
湯
合
、
畑
の
要
地
に
埋
葬
す
る
と
作

付
け
が
で
き
な
く
な
る
と
し
て

一
等
地
の

畑
を
避
け
、
ク
ロ
や
ン
パ
チ
な
ど
い
い
ん
乍し
附
り
の
な
い
所
に
埋
葬
し
た
。

山
林
に
葬
る
場
合

は
平
坦
な
地
を
選
ん
だ
。

共
同
装
地
。

明
治
三
一
年
に
設
白
。

そ
の
後
に
鉱
張
し
て
、
現
在
四

三
区
間川
(明
治
三
一

年
か
ら
区
画
さ
れ
て
い
た
か
不
明

)
。

〔名
称
〕
セ
キ
ト
ウ
パ
、
セ
キ
ヒ

屋
敷
や
畑
、
あ
る
い
は

寺
の
地
続
き
の
地
に
建
立
。

石
犠
は
、
共
同
墓
地
に
は
わ
ず
か
し

か
建
立
さ
れ
て
い
な
い
。

トI 第 首E 事例 首1 m 例事 U 
の G 基地次一 地法次一 z地g 次一 地地 次一 の T
伊| 家 5 4 例家
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の代前の中 と な字でキが 共ワカ 主口主

は大正 ト は、 ナミ 、 大正 lびl干 つ 基-1j五 以
にのくのきはトな に同リは、 キウ

下
た がのののん前

主当を の問家 画区さ 使な寺て 、ウい よ :地去の 、 ボ ムタ l代l寺ノ〈 ミ ム 。 ミ l代ま時名 も 一 人際母では

区をl るはか埋葬 り 知l 家各犬 ナキ著J也F ナ な 乗JII の 画でには坦毒事。1 サ
E 主当を の員肉 。 隣村 ら ジ オ がを キま ミ t ミ し をにあ、 )]IJ ィ

れ っ 石 もさソマ 畑設濯定。 の 7 にで ム }J 軍共同をIJ ム で と 移まろまの ノ
てて俗人、れウイ にけ所イ 述立ミ。 キの品地に客 キ キ 表記も しとう つ 塑19rr明U ヵLZ い、は盟 I R たサリ 埋手ら 知有l ソ ためがた ミ
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。 て)く ニ と
畑i 別八 。 に寺ののとカ るにノ〈

多く よ 刃笹つい予JUj 共空I切路血 ー年到2、の の人を を~に知l ク日干と る 。 別個カ さ
近 畑 地 て合寺 やロぶぃ 知見l-l fl没白。 追室る )斜l師 ( 北向 れ さ義~(f.し 以肢 れ
くに埋葬 の ら 苛 セ 。 わ 来旧 共幕同 に の キ る れなる
に も 隣れさ の れ の)-1-11 持え の てかれ地

1:、よるれ E凶m 字の る, 風 I由 葬 EF 30 τ F H 
務地 不 1: き つ つ i封I間接也上 区はは {な垣であ高ι 斜田 るたた つ

砂すソ哩 て，いー 土守 」
在山 家7' 屋敷 。 か 地 た知l

んな- 一1発号。 建立 周の四 とも 白定を り庁で、 た') 埋 に も見>1'，から山Mil 庁り、
にとか

さ可 和付2、l 
。 ぁ 。 葬，h 1B匝l1l とが会の利をあ町れこ 。 rz 止に ら はっ - m。 ち

場所 れ以 7宣1る が ん 区 区まを サかが阿 こ究 画 。 HさI切'1 平「りfill 設hさ F葬lこ11 イな 出 ち
は 降 。 多く さ 1 近 /いてに 宍
共 れ五 れさ (し ヵ 。 き思葬
墓I同由 石 は て 0 石 れ葉て ミ たそ

塔寺を 取に L、メ 』答 石ず い 。コ "0 '"0 !l) 

た l を .t* の た 自11 そ都
と 1問 。 ト 主II 長も~ 第二 。 寄に の 知度l 
同の 々 共 jレ 立
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第 ~ 例事 I 第 第 例事 第 1偆 事例
墓 二 基地 一次 の M E地喜次一 き地向路 次 h地i 二次 築I也 -次J也次 8 1抑l 家 7 6 

共集共 H月 名 そや H月名
人

区先 知l 名 そ共墓地|司 名
人
他大と ffil 石仏 名 て大生る芥 つ(大lE称]名

人

里字上 里 里
同め同治時称] のが治称 に祖 や称 '称 字 に正もや 税 共l司 正 じこらた
主E ら墓 後て l代時〕 石も代々

届 〕

小 | 苦賞手
あ四あ屋や I!!Iたとし 。

♂\ 
I由れ地(-'(;忘 、 共情l 忘 敷 l つ 年 つ 敷石特 募I也 年とが向 悶ポ
のる設始れ 共にれ 平 J蓄と の( 校学 があ た以たの仏に にしあき 年チ ん
区 。 誼めら 間基I出 なら が五IJ 周個 石降 。 傍を柄名、 を火災 て つ の 以 lま

画化 後まれ 基地 つれ 台、 多ん 四々 が つ 」 培、字ら刻 設世 代もた良 自íï ハ り
f 、でて がてて み くだ にの 主~た と 移もさ j同h のにんが で 。 い)カ

後そ、い に設ftz もい だ あ石 立建石路
つ 。

ず 寺石だな 焼々如l 家字シ 字
はの畑る 家しる L 、 つ *

め民在地E 詰主4同flJ 
ら 裂の俗もい 家失手放す はで の ヨ 手iJ

整 背後理のハ。 」さ I! 。
ら たが さを れ I也周四 をの 。 ごしそは 寺 回

とれらハ 。 畑 れセ る。 設がに 立主~オを Iに�i. とた の、 のハ

然 t也葬J也 カ のたくカ 主現王 のク たキ に字こ家生 1ft1J カ
と γ シ 画区 。 のシ 。 ト 世主~ 。 ジ {悶 区化l'町 のとの前 のパ石~$t点 ヨ 務 rm ョ {まロ 現ウ さて知l ゾ々 寺を が 一 、 主共問主上苦 けかと が f也は と 重に 在 に jす刊 れらのウの し現ない焔盟賞I匝がらら L 、 定共を 、い 、セ

てれ上d口品h サ石並れ粍う め白う 改 あ 共キ 移動 る かる ン犠 fこ 在t血 かがに 地
ぶ るへか ら情Ií家か 自島町、

-公f同~血;>，- オヒ 追事必事 らこはとの ら当つ
。 ぬも れ利のも

の生町 ι 徒当 はと、 g こ μf毛にでてい 葬I出地し た問畑し 、は思葬 と 再建 あらて他のにれ 。 すにれ に ジ の 家な宮を :!UI モれ巡 を
場所空」ム 問v ・ る 1別聞な 告塁主の 多もく サゾウ 形式を 々か地セ た 言 共

追場事 Blこ い の Z 点てキ へ l問l寺 。 し同1: し 。 の ー てで
】た

墓で埋ま事 J也 石 のン と
区 。 にヒ

要に番お利あ 。 í~ ~i詰 石塔等と つ 画内 按
つ ーは

て しセ はそ 良き m あ 移 J tた
つ が日干 l 、 にてキ のい、す

石 た
し 同

建ぶ た 記述ト 正Ud隣地E 州知l る
I甚 fこ。 -dJ世山" つ 。 地てウ はに追
も をらと に 合不1ft!埋孫 葬基ill れ 11干

他 立 るび 改さで
I也

。

」一， め がれ あ

<ll 第 事例 第 m 事fJlJ 
N N 第 第 事例

墓 二 3t由~ -次 墓地 二次 基 一 の K の 5 地~妥a 一次-戸J 
Y差H益正苔 一ー

地 次 11 f也次 10 例家 例家 地次 9 

他に、 按隣す ]名称 驚字買上 下以 j一占! ~名 共墓同I也 利HすJ 按隣す ]名称 j数尋刻を索な材名、 るやか柄名、 草笛人吹8a4: 立 石名称 思務地の 石培姐立! 
代展敷代にそ雨向

す搭 の 々しの 。 が つ

共詰開石る・ 阪敷は なし
忌 主当ののて I所Lj き のんも てて

知l るな すで不喝 るるな 地主当 い の 横だのセ 主主はノ、

や 1数H、3 し へ葬墓迫数し 子前 Iの也 の絞 るは防当 やもをキ J� 所有す カ
燃iをl! の i闘 111 r、三 の辺 周上 下 もき以の凝 装手 のハヒ 墓地 シヨ

ずつな て の少 のの外は灰岩 た をヵに 近く々 どと の がと 111 し 。 地 の、 り にジィ ジ がる
石てにの のの イYをムF 

険共 IVL 先 共進}問由 に人祖先 での まゾシゾ 殺到11 ハ し
士告ら設石 しに のに 石 々 く良 ウ、ウ けやカ き
がれけ? く字 -画lこ m務地! 持三~ ，そ のるりい、 さサ角サ らはl ノて
住なる 終

屋敷 2 の
れマ柱 7 れな

てい?セ え に基す長葬地J! 図を ー たとの るど
ら家 E キ て t、E 七 事事がべ 番条 。 l呼

れががヒ

Tてるあ る地E 岡挙 し の傍 ら建て fきtさk つ
たふ守立派オジ J~、個jJlJ 、多多、

ま 自ら の名分 れっ て 件 だ)

し 。 なゾ EI由 にそいいハ
{ 事つ に 竺 石店の た 。 思j若J自b さ いの

容石也を、 のも サウの 。。 ヵ 人セ る良
常刀、 州111 イy ;l)t 罪I由 型工L 並がぶ 耳葬跡E 

のキな 。 い を 7
1: 耳葬目

つ で
多く 重明 ヒにい先却l! キセ ( 石 11 し

』Ea日 L 、 た利 、て

し 坦草子!2ふ 。 m 設を 共 。 が はと事ら事ため 々に
てヒ l;\í ↑cl い

す 石 け 琴』同出 セあ ま店れ 。 時 、の 行的 h 、てしゾ

追務千ぎるEヰS 

キる る 1 : 々
る石う

L 、 70 ウ t苔 ヒ 。 され 。 訟の
を

て 家
なる安サ L、と

Hんでと干 共主地悶主 れ モ けら主当 は炉主~ るす 区
lまン て 赤もよ る て畑li れが 少 jをfHl 同
そ な る いに た葬 ない 山ω カ5
の ど 家 ぁ話 L 、 lこ

な務 。 ら と石 :liι ニ
グ と lま るも 日 ら ー れ つ に め
Jレ lぶl平

分

る を
。 埋葬 れ 番良 て た主IJ ら

ワ) 共同 たい りん れ
lこ 。 の 三 いる 名材、 簡だ て

主~ で 世知l L 、

-6-



場
所
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う

。

そ
れ
は
、
個
々
の
埋
葬
地
点
を
指
す
即
物
的
な
指

示
名
称
で
あ
る

。

名
称
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
事
例
を
含
め
て
、
こ
の
葬
法

で
は
埋
葬
地
そ
の
も
の
を
指
す
固
有
の
名
辞
は
存
在
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る

。

埋
葬
方
法
は
、
自
家
の
畑
あ
る
い
は
山
林
の

一
画
を
家
々
が
そ
の
都
度
選
定
し
、

そ
こ
に

一
人
の
死
者
を
埋

葬
す
る
単
独
葬
で
あ
る

。

埋
葬
地
点
は

一
カ
所
に
集
中

す
る
こ
と
な
く
あ
ち
こ
ち
に
移
り
、
畑
や
山
林
の
な
か
に
散
在
す
る
こ
と
に
な
る

。

埋
葬
地
を
指
す
固
有
の
名
辞
が
な
く
、
埋
葬
地
点
に
言
及
す
る
即
物
的
な
指
示
名

称
の
み
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
葬
法
に
関
連
し
よ
う

。

埋
葬
地
点
の
選
定
は
、
「
畑
の
要
地
に
埋
葬
す
る
と
作
物
を
つ
く
る
こ
と
が
出

来
な
く
な
る
と
し
て

一
等
地
を
避
け
、

ク
ロ
や
シ
パ
チ
な
ど
の
差
障
り
の
な
い
所

に
設
け
る
風
が
あ
っ
た
」
と
い
う
(
田
中

一
九
七
九
一

三
O
九
、
事
例
3
)
。

そ
の
畑
を
畑
と
し
て
耕
作
す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
り
、
埋
葬
は
耕
作
を
妨
げ
な
い

よ
う
に
畑
の
隅
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。

埋
葬
地
点
に
は
土
制
限
頭
が
築
か
れ
、
そ
の上
に
「
巾

二
O
j

三
O
糎
位
の
」
(
浜

」
H
'
r
ト

一
九
九
二
一
五
六
)
自
然
石
が
墓
標
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
。

し
ば
ら
く
の
間

人
々
は
そ
こ
に
参
る
が
、
や
が
て
か
え
り
み
ら
れ
な
く
な
る

。

そ
の
畑
の
耕
作
も
、

は
じ
め
は

墓
標
に
注
意
し
な
が
ら
行
う
の
で
あ
ろ
う
が
、

や
が
て
墓
標
石
自
体
が

埋
ま
る
な
ど
し
て
、

そ
の
場
所
は
わ
か
ら
な
く
な
る

。

畑
に

一戻
一
る
の
で
あ
る。

事

例
3

の
U
T

家
の
例
で
、
都
道
改
修
の
折
、
思
わ
ぬ
所
か
ら
人
骨
が
で
た
と
い
う

の
は
、
埋
葬
地
点
と
そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
た
死
者
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る

。

事
例
5

(
上
川
苔
)
の
H
G

家
で
は
、
畑
に
埋
葬
さ
れ
た

三
代
前
の
当
主
は
、

埋
葬
地
点
の
自
然
石
が
今
で
も
残
っ
て
お
り
、

そ
の
場
所
が
特
定
さ
れ
る

。

し
か

し
浜
中
に
よ
れ
ば
、
「
古
い
埋
葬
地
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
上

川
苔
で
此

処
だ
け
で
あ
る

」
と
い
う
(
浜
中

一
九
九
二
一
五
六
)。

家
々
の
他
の
古
い
埋

葬
地
点
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る

。

こ
の
葬
法
は
、

そ
こ
に
死
者
を
葬
し
で
も
、

そ
の
埋
葬
地
点
を
死
者
を
葬
る
区

画
と
し
て
特
定
化
し
、
固
い
込
む
こ
と
が
な
い

。

そ
の
場
所
は
や
が
て
忘
れ
ら
れ
、

別
の
場
所
に
次
の
死
者
が
葬
ら
れ
る

。

こ
の
よ
う
な
葬
法
で
は
、
埋
葬
地
点
を
墓

と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

。

そ
れ
は
墓
の
最
小
限
の
定
義
を
満
た
さ
な
い

の
で
あ
る
。

埋
葬
地
を
指
す
固
有
の
名
辞
が
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
、
人
々

が
、
埋
葬
地
点
を
特
定
の
属
性
を
備
え
た
固
有
の
地
点
と
し
て
認
識
す
る
発
想
を

も
た
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

。

本
稿
で
畑
の

一
隅
と
説
明
し
た
そ
の
場
所
は
、

畑
で
あ
る

。

こ
の
葬
法
で
は
、
死
者
を
葬
す
る
そ
の
場
所
は
自
家
の
所
有
地
で
あ
る

。

事
例
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3

の
U
T

家
で
、
発
見
さ
れ
た
人
骨
が
自
家
の
古
い
死
者
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た

の
は
、

そ
の
畑
が
自
家
の
土
地
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

。

死
者
を
自
家
の
土
地
に

葬
す
る
点
で
、
こ
の
葬
法
に
は
家
観
念
が
反

映
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。

し
か
し
、
こ
の

葬
法
で
は
死
者
を
葬
る
場
所
が
専
用
の
区
画
と
し
て
囲
い
込

ま
れ
な
い
か
ら
、
家
観
念
は
存
在
し
て
も
、
家
系
の
死
者
を
限
ら
れ
た

一
定
の
区

画
に
追
葬
す
る
と
い
う
家
墓
の
観
念
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い

。

た
だ
し
、
事
例
6

や
9

で
「
暮
ら
し
向
き
の
良
い
家
」
あ
る
い
は
「
成
功
し
た

家
」
で
死
者
を

一
番
良
い
畑
に
埋
葬
す
る
と
い
う
の
は
興
味
深
い

。

そ
れ
は
、
特

定
の
畑
を
自
家
の
死
者
を
葬
る
場
所
と
し
て
囲
い
込
も
う
と
す
る
、
家
墓
へ
の
指

向
の
端
緒
を
示
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

も
ち
ろ
ん
、
「

一
番
良
い
畑
は
不

都
合
が
生
じ
た
と
し
て
も
代
々
手
放
す
こ
と
が
な
い
か
ら
」
と
い
う
説
明
は
、
お



そ
ら
く

、

江
戸
時
代
後
半
か
ら
近
現
代
に
か
け
て
の
貨
幣
経
済
の
発
展
に
よ
り

、

畑
の
質
入
れ
や
売
買
な
ど
の
可
能
性
が
増
し
た
こ
と
に
関
連
す
る

。

一
等
地
へ
の

埋
葬
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会

・

経
済
状
況
の
な
か
で
、

自
家
の
死
者
を
自
家
で
よ

り
積
極
的
に
闘
い
込
み
、
管
理
し
よ
う
と
す
る
発
想
を
示
し

て
い
る
。

そ
れ
は
、

こ
れ
ら
の
家
々
に
お
け
る
家
観
念
の
よ
り

明
確
な
発
現
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

2

)
共
同
墓
地

田
中
が
共
同
墓
地
と
呼
ぶ
も
の
は
、
設
置
年
代
が
不
明

の
も
の
を
除
く
と
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
い
ず
れ
も
明
治
時
代

以
降
に
集
落
に
設
け
ら
れ
た
埋
葬
墓
地

で
あ
る
。

そ
れ
に
は

一
定
の
土
地
を
囲
い
込
み
、
家
ご
と
の
区
画
を
設
け
ず
に

共
用
の
追
葬
墓
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、

は
じ
め
か
ら
家
ご
と
に
区
画

さ
れ
た
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
。

事
例
2

1

4
、

6
、

8
、

日
、
日
で
は
は
じ
め
前

者
で
あ
っ
た
が
、
事
例
印

、

日
を
除
い
て
、

や
が
て
家
ご
と
の
区
画
を
設
け
る
よ

う
に
変
更
さ
れ
て
い
る

。

変
更
年
は
、
事
例
2

で
は
昭
和
二
七
1

一

八
年
頃
、
事

例
6

で
大
正
四
年
と
な
っ

て
い
る
。

事
例
ー

で
は
は
じ
め
か
ら
家
ご
と
に
区
画
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
こ
の

共
同
墓
地
は
昭
和
初
年
の
設
置
で
あ
る
。

こ
の
地
域

一
帯
で
、
家
ご
と
の
区
画
化

は
、

大
正
時
代
か
ら
昭
和
時
代
に
か
け
て
進
ん
だ
よ
う
に
う
か
が
え
る

。

た
だ
し
、

明
治
時
代
に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
事
例
5

と
、
設
置
年
不
明
の
事
例
9

で
は
は
じ

め
か
ら
家
ご
と
の
区
画
が
あ

っ
た
と
い
う
。

共
同
墓
地
の
名
称
は
ハ
カ
シ
ヨ

ハ
カ
パ
と
呼
ば
れ
る
場
合
と
、
名
称

ボ
チ

が
は
っ

き
り
し
な
い
も
の
あ
る
い
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、

ボ
チ
と
い
う
の
は
明
治
時
代
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

ハ
カ
シ
ョ

ハ
カ
パ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

共
同
墓
地
は
明
治
時
代
以
降
の
設
置

で
あ
り

い
ず
れ
に
し
て
も

そ
の
名
称
は
新
し

い
も
の
で
あ
ろ
う

。

共
同
墓
地
の
葬
法
は
追
葬
と
い

う
点
を
除

い
て
畑
の
葬
法
と
同
じ
で
あ
り

、

埋

葬
地
点
の
上
に
自
然
石

の
墓
擦
を

置
く
。

た
だ

、
追
葬
墓
で
あ
る
か
ら

、
埋
葬
に

際
し
て
前
葬
者
の
骨
が
で
て
く
る
こ
と

が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
数
馬
上
で
は

「新

し

く

埋
葬
す
る
追
骸
の
上
に
載
せ
て
葬
る

の
を

習
わ
し
と

し

て
い
る

」
(田
中

一
九
七

九
二

二
二
七
)。

肯
い
死
者
は
整
理
さ
れ
、
そ
の
場
所
を
新
し
い
死
者
に

譲
る

の
で
あ
る
。

こ
う

し
て
、
埋
葬
地
点
は
畑
へ
の
埋
葬
の
場
合
と
問
機
に
や
が

て
忘
れ
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
地
域
へ
の
共
同
墓
地
の
設
置
は
、
明
治
時
代
初
年
の

国
の
墓
地
共
葬
化
施

策
の
彬
響
を

受
け
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る

二
O

一
O
)。
そ

rJ!J 

回

し
て
、
国
の
こ
の

施
策
は

、

こ

の
地
域
で
は
葬
法
を
個
々
の
家
の
管
理
か
ら
集
落

の
管
理
に
移
す
も
の
と
し
て
機
能
し
た
。

近
畿
地
方
中
央
部
の
集
落
で
は
、
近
代

-8 

以
前
に
す
で
に
集
沼
の
共
同
性
に
根
ざ
し

た
共
同
の
葬
所
が
、
内
発
的
な
過
程
を

経
て
形
成
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
は

、

国
の
施
策
は
、
集
落

の
共
同
性
に
根
ざ
し

た
従
来
の
葬
法
を
大
き
く
変
え
る
も
の

で
は
な
か

っ
た
と

思
わ
れ
る
。

南
槍
原

一
帯
で
は
、
近
世
期
に
集
落
に
共
同
の
務
所
が
形
成
さ

れ
る
こ

と

は
な

く
、
葬
送
儀
礼
に
人
々

の
合
力
は
あ

っ
て
も
、
葬
送
そ
の
も
の
は
個
々
の
家
の
管

理
の
下
に
あ

っ
た
。

死
者
は
そ
の
都
度
、
そ

れ
ぞ
れ
の
家
の
畑
の
、
任
意
の
場
所

に
葬
送
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

共
同
墓
地
の
設
置
は
、
そ
の
よ
う

な
葬
送
習
慣
に
大

幅
な
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ

っ
た
。

共
同
墓
地
は
集
落
の

一
画
に
設
置
さ
れ
、
人々

は
、
他
の
人
々
と
と
も
に
そ
こ
に

自
家
の
死
者
を

葬
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま

た
、
共
同
墓
地
の
多
く
は
共
同
利
用
の
追
葬
墓
で
あ
っ

た
か
・ら

、

そ
こ
を

利
用
す

る
た
め
に
は
共
同

の
ル
l

ル
に
し
た
が
う

必
要
が
あ
る

。



共
同
墓
地
の
葬
法
を
ナ
ゲ
コ
ミ
と
い
う
の
は
即
物
的
な

言
い
回
し
で
あ
る
が
、

現
在
で
も
聞
く
者
に
強
い
印
象
を
与
え
る

。

お
そ
ら
く
、
当
時
の
人
々
も
、

そ
れ

ま
で
の
畑
へ
の
単
独
葬
と
比
べ
て
、
新
し
い
そ
の
葬
法
に
強
い
印
象
を
受
け
た
の

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
の
葬
法
は
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た

。

単
独
葬
に
し
て

も
追
葬
に
し
て
も
、

と
も
に
記
念
の
た
め
の
保
存
と
い
う
発
想
を
も
た
ず
、
埋
葬

地
点
は
忘
れ
ら
れ
て
い
く
か
ら
、

そ
の
共
通
性
が
受
容
を
可
能
に
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る

。

新
し
い
葬
法
の
受
容
は
、
集
落
に
新
し
い
共
向
性
を
う
み
だ
し
た

。

部
幹
法
は
、

家
々
の
専
管
事
項
か
ら
、
集
落
の
共
向
性
の
下
に
、
共
同
基
の
論
理
に
よ
っ
て
符

理
さ
れ
る
も
の
へ
と
変
化
し
た

。

共
同
墓
地
へ
の
移
行
が
集
落
に
よ

っ

て
遅
速
さ

ま
ざ
ま
な
の
は
、
新
し
い
制
度
へ
の
対
応
に
人
々
が
と
ま
ど

っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

な
お
、
こ
の
地
域
の
土
葬
に
は
技
術
的
困
難
が
と
も
な
っ
て
い
た

。

事
例
4

で

は
キ
タ
ム
キ
の
地
へ
の
冬
季
の
埋
葬
が
む
ず
か
し
か

っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

田
中
は
、
「
冬
凍
て
つ
き

一
尺
も
凍
っ

て
し
ま
う
キ
タ
ム
キ
に
埋
葬
す
る
の
は
、

ハ
を
掘
る
こ
と
を
は
じ
め
並
大
抵
の
苦
労
で
は
な
か

っ

た
と
思
わ
れ
る
」
と
記
す

田
中

一
九
七
九

三
三

乙
。

ま
た
、
事
例
9

で
も
、
共
同
墓
地
は
北
向
き
の

た
め

「冬
季
の
厳
寒
則
に
積
雪
で
も
あ
れ
ば
土
は
石
の
よ
う
に
固
く
な
り
、
こ
の

た
め
用
具
は
石
を
掘
る
時
に
使
用
す
る
も
の
を
必
要
と
す
る
程
」
で
あ
る
と
い
う

田
中

一
九
七
九
・

三
二

二
。

土
葬
は
、
気
候
や
季
節
、
土
地
条
件
を
選
ぶ
困

難
な
葬
法
な
の
で
あ
る

。

同
様
に
、
共
同
墓
地
そ
の
も
の
に
も
困
難
が
と
も
な

っ
て
い
た
。

事
例
印
、

の
数
馬
で
は
、

「
(共
同
墓
地
は
)
今
日
で
こ
そ
道
路
が
整
備
さ
れ
て
距
離
を
感
じ

さ
せ
な
く
な

っ

た
が
、
難
道
を
介
し
て
結
び
つ
い
て
い
た
頃
、
辿
骸
を
運
ぶ
労
苦

は
並
大
抵
で
は
な
か

っ
た

」
と
い
う
(
田
中

一
九
七
九
一

三
二
五
)。

共
閉
幕

地
自
体
も
、
「
傾
斜
を
も
っ
た
山
府
を
利
用
し
た

墓
域
は
二
畝
程
で
、
数
馬
上

・

下
の
両
組
の
家
に

当

て
る
こ
と
が
出
来
る
樫
の
広
さ
は
な
い

」
(
田
中

一
九
七
九

三
二
五
)。

事
例
4

で
も
、
南
向
き
斜
面
上
方
に
設
け
ら
れ
た
共
同

墓
地
は
、
速
く
て
使
い
に
く
か

っ

た
よ
う
で
あ
る

。

地
形
の
険
し
い
山
村
で
は
、
共
同

墓
地
を
設
け
る
と
と
の
で
き
る
土

地
も
少
な

く
、
そ
こ
に
遺
体
を
運
ぶ
に
も
困
鮒
が
あ

っ
た
。

近
代
以
前
の
こ
の
地
域
に
共
同

の
墓
所
が
造
ら
れ
ず
、
家
々
の
畑
な
ど
に
死
者
を
埋
葬
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
近

代
以
後
も
共
同
墓
地
の
設

置
に
遅
速
が
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
よ
う
な

地
形
条

件
に
も
か
か
わ

っ
て
い
る
と
考
え
る
と
と
が
で
き
る

。

(3
)
石
塔
の
建
立

-9-

石
塔
の
建
立
地
点
を
み
る
と
、
自
家
の
畑
の
周
囲
や
、

屋
敷
の
裏
や
横
手
、
寺

の
隣
接
地
な
ど
に
建
立
さ
れ
る
場
合
と
、
共
同
墓
地
の
内
部
な
い
し
隣
接
地
に
建

立
さ
れ
る
例
が
み
ら
れ
る

。

畑
の
周
囲
へ
の

建
立
は
、
畑
や

山
林
の

一
隅
へ
の
死

者
の
埋
葬
に
対
応
し
て
、
務
さ
れ
た
死
者
の
近
く
に
建

地
点
を
選
定
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

石
培
が
白
州
に
建
立
さ
れ
る
場
合
、
事
例

6

で
「
〔
石
塔
を
建
立

す
る
〕
場
所
は
畑
や
屋
敷
の
傍
な
ど
で
、
畑
の
場
合
は
思
葬
地
に
接
し
て
建
て
ら

れ
る
こ
と
も
あ

っ

た
」
(
田
中

一
九
七
九
・
=
二
七
j

三
一
八
)
と
い
う
記
述
は

埋
葬
地
に
接
し
て
建
て
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る

。

埋
葬
地
点
に
接
し
て
石
塔
を
建

立
し
た
場
合
、
石
塔
は

、

そ
こ
に

一
基
だ
け
単

11 

立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

事
例
を
み
る
と
、

事
例
2

の
Y
G

家
で
、
畑
の
中
に

石

塔
が

基
だ
け
建
つ
よ
う
で
あ
る

。

事
例
7

の
I
M

家
で
畑
の
ク
ロ
に
あ
る
と
い



う
先
祖
代
々
と
刻
ん
だ
石
橋
も
、
出
下
立
で
あ
ろ
う
か

。

埋
葬
地
点
か
ら
少
し
離
し
て
鐙
て
る
場
合
で
も
、

そ
の
畑
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る

死
者
が

一
人
な
ら
ば

(
畦
)
な
ど
に

必
の
石
併
が
建
立
さ

そ
の
畑
の
ク
ロ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
枚
の
畑
の
あ
ち
こ
ち
に
綾
数
の
死
有
が
葬
さ
れ
て
い
る
な

ら
ば

、

数
基
の
石
塔
が
相
接
し
て
畦
の

一
画
に
建
つ
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

。

も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
ぞ
れ
が
埋
葬
地
点
の
近
く
に

一
基
ず
つ
建
て
ら
れ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
畑
へ
の
哩
葬
が
そ
の
度
ご
と
に
畑
の

一
隅
を
選
定

し
て
行
わ
れ
る
の
な
ら
ば

、

埋
葬
さ
れ
た
.
先
者
に
対
応
し
て
出
立
さ
れ
る
石
塔
も
、

あ
ち
こ
ち
に
単
基
あ
る
い
は
数
必
ず
つ
、
散
在
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

。

こ
の
よ
う

に
散
在
す
る
石
塔
な
い
し
石
浴
建
立

地
点
に
、
第

二
次
墓
地
と
い
う
名
称
を
当
て

は
め
る
の
は
む
ず
か
し
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る

。

石
塔
建
立
地
の
名
称
を
み
る
と

オ
セ
キ

セ
キ
ト
ウ
バ
ラ
ン
卜

セ
キ
ヒ

ウ
パ
と
い
っ
た
名
称
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
場
合
、
第

二
次
墓
地
に
名

称
は
な
く
、
個
々
の
石
塔
の
形
状
に
応
じ
て
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
が
使
い
分
け
ら

れ
て
い
る
。

事
例
9

に
説
明
が
あ
る
よ
う
に

、

「
石
塔
の
う
ち
、
自
然
石
に
刻
ん

だ
簡
素
な
も
の
を
ハ
カ
イ
シ
、
角
住
の
立
派
な
も
の
を
セ
キ
ヒ
、

ま
た
石
仏
の
形

を
と
っ
た
り
名
称
を
刻
し
た
も
の
を
ジ
ゾ
ウ
サ
マ
と
呼
ん
で
区
別
し
て
も
い
る

」

ITI 

一
九
七
九

三
二
三
)
と
い
う
の
で
あ
る

。

個
々
の
石
塔
の
具
体
的
形
状
を
直
接
に
指
示
す
る
名
称
は
、
人
々
が
そ
れ
を
墓

石
と
み
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う

。

ま
た

、

こ
の
よ
う
な
指
示
的
名

称
は
、
石
培
が
畑
の
あ
ち
こ
ち
に
散
在
す
る
状
況
に
対
応
し
た
用
語
法
で
あ
る
よ

う
に
思
え
る
。

畑
の
却
耕地
と
問
機
に
、
畑
の
石
格
も
そ
の
建
立

地
点
を
特
定
し
、

固
有
の
性
格
を
も
っ
た

地
と
し
て
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
な
い

。

そ
れ
ゆ
え
、
石

府
そ
の
も
の
が
指
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、

セ
キ
ト
ウ
パ
と
い
う
名
称
は

一

定
の
区
画
を
指
示
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

あ
る
い
は
、
こ
れ
は
居
敷
周
辺
の
石

ぽ
指
群
を
指
す
名
辞
な
の
か
も
し
れ
な
い。

畑
の
却
耕地
と
畑
の
石
搭
と
の
関
係
を
み
る
と
、

そ
こ
に
埋
葬
地
点
と
石
構
建
立

地
点
を
近
づ
け
よ
う
と
す
る
指
向
の
存
在
を
み
る
こ
と
が
で
き
る

。

も
ち
ろ
ん
、

埋
葬
地
点
は
畑
で
あ
り
、
そ
の
直
上
に
石
塔
を
建
て
る
こ
と
は
技
術
的
に
困
難
で

あ
る
。

石
塔
は
近
く
の
陛
な
ど
に
建
て
る
こ
と
に
な
る

。

そ
し

て
、

周
葬
地
点
が

自
家
の
畑
の
あ
ち
こ
ち
に
散
紅
す
る
か
ら
、
石
培
も
白
畑
の
あ
ち

こ

ち
に
散
布
す

る
の
で
あ
る
。

家
々
は
、
埋
葬
地
点
を
闘
い
込
も
う
と
す
る
発
想
を
も
た
な
い
が
、
こ
の
こ
と

は
石
塔
建
立
地
点
に
つ
い
て
も
同
線
で
あ
る

。

そ
の
結
果
、
埋
葬
地
点
と
石
犠
建

nu 

t
E
A
 

立
地
点
は
セ
ッ

ト
と
し
て
結
び
つ
き
な
が
ら
自
家
の
所
有
地
の
な
か
に
散
在
し
、

専
用
の
土
地
区
画
に
囲
い
込
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
。

し
た
が

っ

て
、
そ
の
場
所
を

固
有
の
名
辞
で
指
す
こ
と
も
で
き
な
い

。

畑
の
思
葬
地
点
や
石
塔
也
立

地
点
に
、

多
く
固
有
の
名
辞
が
み
ら
れ
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

全
体
と
し
て
、
こ

の
葬
法
で
は
、
人
々
は
自
家
の
死
有
を
自
家
の
土
地
に
葬
送
し
、
追
悼
の
石
塔
を

建
て
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
基
と
い
う
固
有
の
上
地
区
画
は
存
在
し
な
い
と

い
う
こ
と
が
で
き
る

。

ま
た
、
事
例

1
、

9
1

1
で
は
、
石
塔
を
佳
て
る
家
が
少
な
い

こ

と
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
家
ご
と
に
石
犠
を
建
て
な
い
選
択
も
可
能
で
あ
り
、

そ
の

よ
う
な
選
択
を
す
る
家
々
が
多
い
こ
と
を
示
す

。

ド
例
4

で
は
、
貧
し
い
家
を
除

い
て
石
培
を
建
て
る
の
が
将
通
で
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
も
家
々
の
選
択
の
結
果
で

あ
ろ
う

。

一七
階
の
佳
立
は
制
度
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
例
々
の
家
の
状
況



に
応
じ
た
判
断
に
よ
っ
て
そ
れ
が
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

石
塔
が
畑
の
埋
葬
地
点
か
ら
離
れ
て
自
ら
の
屋
敷
の
周
囲
に
建
て
ら
れ
る
場
合

に
は
、
級
数
の
石
塔
が
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る

。

人
里
字
上
平
の
N

家
の
墓

の
写
真
を
み
る
と
、
屋
敷
の
裏
手
に
被
数
の
石
塔
が
建
っ
て
い
る

(二
松
学
会
口
大

学
附
属
高
等
学
校
社
会
科
研
究
部

一
九
八
三
二

五
)。

乙
れ
は
昭
和
五
七
年

の
撮
影
な
の
で
、

あ
る
い
は
あ
ち
こ
ち
の
石
塔
が
寄
せ
ら
れ
た
後
の
も
の
か
も
し

れ
な
い
。

事
例
2

で
は
、
「
こ
の
様
に
屋
敷
に
続
け
て
石
塔
を
建
て
る
の
は
、
離

れ
た
地
に
設
け
る
と
オ
オ
カ
ミ
が
出
て
恐
ろ
し
い
か
ら
と
の
こ
と
で
あ

っ

た
」
(
回

ー」ME

九
七
九

一
三
O
八
)
と
説
明
さ
れ
て
い
る

。

こ
の
説
明
は
考
慮
に
値
す
る

が
、
そ
れ
以
上
に
、
屋
敷
周
囲
に
複
数
の
石
塔
を
建
て
る
こ
と
は
、
供
養
の
利
便

性
を
増
す
こ
と
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る

。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
こ
と
は
、
石
塔
が
死
者
の
表
象
と
し
て
機
能
し
て

い
る
乙
と
を
示
す

。

畑
の
死
体
は
忘
れ
ら
れ
、
消
滅
す
る
け
れ
ど
も
、
死
者
の
存

在
は
屋
敷
に
固
い
込
ま
れ
た
石
塔
に
表
象
さ
れ
て
遺
る
の
で
あ
る

。

た
だ
、
石
塔

を
オ
ジ
ゾ
ウ
サ
ン
な
ど
と
そ
の
具
体
的
形
状
で
呼
ぶ
点
を
み
る
な
ら
ば
、
石
塔
の

も
つ
死
者
の
表
象
機
能
は
弱
い
か
も
し
れ
な
い

。

こ
の
点
は
、
石
塔
に
刻
ま
れ
た

文
字
の
内
容
に
も
か
か
わ
る
が
、
石
塔
の
呼
称
は
文
字
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て

い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

。

事
例
3

や
5

の
よ
う
に
、
寺
の
周
囲
に
石
塔
が
建
つ
場
合
、
石
塔
建
立
に
寺
院

の
強
い
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る

。

事
例
5

で
、
字
の
寺
が
合
寺
さ
れ

集
落
か
ら
寺
が
無
く
な

っ

て
後
、
石
塔
が
畑
の
周
囲
に
建
つ
よ
う
に
な
り
、
寺
の

跡
地
の
周
囲
に
建
て
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
物
語
る

。

寺

院
の
関
与
が
な
く
な
り
、
建
立
地
点
を
葬
さ
れ
た
死
者
の
近
く
に
選
定
す
る
と
い

ぅ
、
そ
れ
以
前
の
姿
に
も
ど
っ
た
の
で
あ
る

。

事
例
5

の
集
落
(
上
川
苔
)
で
は
石
塔
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ

ー

ド
が

み
い
だ
さ
れ
る
。

集
落
の
郷
土
研
究
者
浜
中
は

一
九
六
六
年
頃
に

か
つ
て
の

寺
の
周
囲
の
地
に
放
置
さ
れ
て
い
た
七

O
基
程
の
石
塔
を
発
見
し
た

。

数
年
前
筆
者
〔
浜
中
〕
は
:
・
同
処
〔
寺
の
跡
地
周
辺
〕
を
通
り
が
か
り
、
累
々

と
重
り
E
つ
散
乱
す
る
石
塔
類
を
発
見
し
て
実
に
驚
い
た
の
で
あ
る

。

正
に

息
を
の
む
思
い
で
あ
っ
た

。

:
そ
の
後
二
年
程
の
問
、
折
に
ふ
れ
て
住
民
に

う

っ

た
え
て
関
心
を
高
め
、
昭
和
四

三
年
:
・
五
月
供
養
会
を
催
し
た
の
で
あ

る
。

(
浜
中

一
九
九
二

一
五
七

浜
中
は
こ
の
状
況
を

「
宗教
的
荒
廃

」
と
と
ら
え
、
明
治
時
代
以
降
の
近
代
資

本
主
義
に
よ
る
山
村
収
奪
に
よ
っ
て
、
人
々
が
日
々
の
生
活
に
追
わ
れ
、
先
祖
の

唱
E
A

噌
S

A

祭
杷
が
疎
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る

浜
中

一
九
九
二

五
八
)。

実
際
、
浜
中
が
紹
介
す
る
集
落
の

一
老
人
の
述
懐
は
こ
の

ご
と
を
物
語
る

浜
中

一
九
九

二

一
五
八
)。

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
地
域
に

は
経
済
的
格
差
が
あ
り
、
山
林

地
主
層
と
小
作
層
で
は
近
代
資
本
主
義
経
済
の
影

山
容
は
異
な
る
よ
う
に
も
恩
わ
れ
る
。

こ
の
点
は
、
石
塔
を
放
置
し
た
人
々
の
経
済

階
層
を
具
体
的
に
示
し
て
、

さ
ら
に

一
歩
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
か
と
思
わ
れ
る

。

浜
中
の
主
張
は
真
実
の

一
端
を
衝
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
浜
中
自
身
の

発
見
時
の
こ
と
ば
に
は
、
事
象
に
対
す
る
知
識
人
と
し
て
の
倫
理
的
判
断
が

加
わ

っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る

。

そ
の
倫
理
は
先
祖
を
祭
る
べ
き
と
い
う
普
遍

的
倫
理
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
で

地
元
に
固
有
の
論
理
が
見
逃
さ
れ
た
可
能
性
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る

。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
本
来
、
人
々
の
聞
に
石
塔
建
立
と



参
拝
へ
の
強
い
指
向
が
な
か
っ
た
こ
と
を
一
示
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

石
塔

は
僧
侶
の
指
示
で
建
立
さ
れ
参
拝
さ
れ
た
が
、
寺
が
合
寺
さ
れ
僧
侶
が
い
な
く
な

る
と

そ
れ
ゆ
え
石
塔
は
放
置
さ
れ
た
の
で
あ
る

。

な
お
、
事
例
6

で
は
大
正
四
年
に
{
子
の
寺
が
火
災
に
あ
う
以
前
に
、
寺
の
周
囲

に
石
塔
が
建
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う

。

石
塔
は
畑
や
屋
敷
の
傍
ら
に

建
立
さ
れ
て
い
た

。

こ
の
集
落
で
は
、
石
塔
建
立
に
関
し
て
寺
院
は
強
く
関
与
し

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

。

(4
)
共
同
墓
地
と
石
塔

共
同
墓
地
と
石
塔
の
関
係
を
み
る
と
、
共
同
墓
地
の
家
ご
と
へ
の
区
画
化
以
前

は
、
石
塔
を
建
立
す
る
場
合
、
多
く
の
事
例
で
、
石
塔
は
畑
や
屋
敷
周
囲
、
あ
る

い
は
寺
の
周
辺
に
建
て
ら
れ
て
い
た

(
事
例
1
1
3

、

5
、

6
、

9

。

た
だ
し
、
事

例
1

と
6

で
は
寺
周
辺
に
は
建
て
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
)。

国
の
施
策
の
下
に
設

置
さ
れ
た
共
同
墓

地
は
共
同
埋
葬
地
で
あ
り
、

そ
こ
に
死
者
を
葬
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
た
が
、
石
塔
に
関
し
て
は
、
人
々
は
従
来
の
や
り
方
を
踏
襲
し
た
の
で
あ

る
次
に
、

そ
の
後
に
共
同
墓
地
に
家
ご
と
の
区
画
が
設
け
ら
れ
る
と
、
事
例

2

と

6

で
は
そ
こ
に

石
塔
が
建
ち
、

ま
た
、
他
の
場
所
に
あ
っ
た
自
家
の
石
塔
も
そ
こ

に
集
め
ら
れ
て
い
る

。

い
ず
れ
も
、
共
同
墓
地
の
再
区
分
に
よ
り
、
石
塔
付
き
の

家
墓
(
家
系
の
死
者
を
葬
る
追
葬
墓
)
が
形
成
さ

れ
た
の
で
あ
る

。

こ
れ
は
、
共

同
墓
地
の
管
理
シ
ス
テ
ム
の
変
更
、
す
な
わ
ち
家
ご
と
の
区
画
化
に
よ
っ
て
、
墓

制
に
家
な
い
し
家
系
の
観
念
が
表
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す

。

お
そ

ら
く
、
管
理
シ
ス
テ
ム
の
変
更
自
体
が
、
人
々
の
家
墓
へ
の
指
向
に
よ
っ
て
う
な

が
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
地
域
に
は
以
前
か
ら
、
埋
葬
地
点
と
石
塔
建
立

地
を
近
づ
け
よ
う
と
す
る
指
向
が
存
在
し
た

。

こ
の
指
向
は
、
墓
制
に
家
観
念
が

明
確
に
表
出
さ
れ
る
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
、
埋
葬
区
画
と
石
塔
を
直
裁
に
結
び
つ

け
た
の
で
あ
る

。

事
例
4

も
こ
の
状
況
を
示
し
て
い
る

。

こ
こ
で
は
、
南
向
き
斜

面
上
方
に
設
け
ら
れ
た
共
同
墓
地
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
昭
和
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
同
じ
斜
面
の
利
便
性
の
よ
い
場
所

に
設
け
ら
れ
た
家
ご
と
の
埋
葬
地
に
は
、

そ
の
家
の
石
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
る

。

な
お
、
家
の
区
画
に
他
か
ら
石
塔
を
移
す
場
合
、
個
々
の
区
画
の
広
さ
に
応
じ

て
集
め
ら
れ
る
石
塔
の
数
に
は
限
界
が
あ
ろ
う

。

し
た
が
っ
て
、
事
例
6

で
共
同

墓
地
の
区
画
内
に

石
塔
の
集
積
が
進
ん
で
も
、
「
今
日
ま
で
に

地
区
内
の
す
べ
て

の
石
塔
が
集
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

な
お
屋
敷
や
路
傍
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
る
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も
の
も

二
、

三

に
止
ま
ら
な
い
」
の
で
あ
る

(
田
中

一
九
七
九
一

一
一
二八
)。

事
例
5

で
は
、
明
治
時
代
に
家
ご
と
に
区
画
化
さ
れ
た
共
同
墓
地
が
で
き
た
が
、

石
塔
は
畑
や
寺
の
周
囲
に
建
て
ら
れ
た

。

こ
こ
で
も
、
人
々
は
従
来
の
方
法
に
し

た
が
っ
た
の
で
あ
る

。

字
か
ら
寺
が
無
く
な
っ
て
以
降
、
石
塔
は
再
び
畑
に
建
立

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が

そ
れ
も
同
じ
理
由
で
あ
ろ
う

。

そ
の
後
に
、
共
同
墓
地
の
隣
に
家
ご
と
に
区
画
さ
れ
た
共
同
の
石
塔
建
立
地
が

設
置
さ
れ
た

。

田
中
は
「
第
二
次
墓
地
を
:
・
第
一
次
墓
地
に
隣
接
す
る
地
に
移
し

た
」
と
記
す
が

田
中

一
九
七
九
二

一
二
四

そ
れ
ま
で
石
塔
は
畑
の
あ
ち

こ
ち
に
あ

っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
第

二
次
墓
地
は
新
設
で
あ
ろ
う

。

こ
の
設
置
は

供
養
の
便
を
図
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る

。

こ
う
し
て
、
こ
の
集
落
で
は
集
落
の
共
同
性
に
も
と
づ
〈
も
う

一
つ
の
新
し
い

制
度
が
導
入
さ
れ
た

。

人
々
は
そ
れ
に
し
た
が
い
、
共
同
墓
地
の
自
家
の
区
画
に



死
者
を
追
葬
す
る
と
と
も
に
、
隣
接
す
る
石
塔
建
立
地
の
自
家
の
区
画
に
石
塔
を

建
立
し
て
い
っ
た

。

埋
葬
地
点
と
石
塔
建
立
地
点
が
分
離
し
た
家
墓
(
石
塔
別
置

型
家
墓
)
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る

。

こ
こ
で
は
家
墓
へ
の
指
向
が
、
先
に
述
べ

た
集
落
の
石
塔
付
き
家
墓
と
は
異
な
る
形
で
実
現
し
た
こ
と
に
な
る

。

埋
葬
区
画

に
建
立
し
う
る
石
塔
の
数
に
は
限
り
が
あ
る
か
ら
、
埋
葬
区
画
と
は
別
に
石
塔
建

立
区
画
を
設
置
す
る
の
は
、
多
く
の
石
塔
を
集
め
る
た
め
の
配
慮
と
考
え
ら
れ
る

。

こ
の
事
例
で
、
集
落
単
位
の
石
塔
建
立
区
画
が
新
設
さ
れ
た
の
は
、

そ
れ
以
前

の
共
同
墓
地
の
家
ご
と
の
埋
葬
区
画
に
、
石
塔
が
建
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う

。

事
例
2

、

4
、

6

で
は
、
共
同
墓
地
が
家
単
位
に
区
画
さ
れ
る
と
、

支
」
つ
ぷL

く
そ
こ
に
石
塔
が
建
て
ら
れ
、
他
の
石
塔
も
集
ま
っ
て
き
た

。

そ
れ
は
、
埋
葬
地

点
と
石
塔
建
立

地
点
を
近
づ
け
る
と
い
う
伝
統
の
発
現
で
あ
る

。

事
例
5

で
は
、

石
塔
を
畑
な
い
し

寺
の
周
囲
に
建
て
る
と
い
う
伝
統
の
も
う

一
つ
の
側
面
が
強
調

さ
れ
た
た
め
に
、
埋
葬
区
画
へ
の
石
塔
建
立
が
遅
れ
、
結
果
と
し
て
石
壌
専
用
の

共
同
区
画
の
設
置
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

。

事
例
8

で
は
、
共
同
墓
地
が
設
け
ら
れ
る
と
そ
の
後
ろ
側
に
石
塔
建
立
区
画
が

設
置
さ
れ
、
他
の
場
所
の
石
塔
も
集
め
ら

れ
た
。

さ
ら
に
、
共
同
墓
地
が
家
ご
と

に
区
固
化
さ
れ
て
後
、
後
背
地
の
石
塔
が
整
然
と
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

。

共
同
墓
地
の
区
画
化
後
に
第

二
次
墓
地
も
区
画
化
さ
れ
、
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。

こ
の

事
例
は
事
例
5

と
類
似
す
る

。

事
例
5

と
の

違
い
は
、
事
例
8

で
は
共

同
墓
地

(
共
同
利
用
に
よ
る
追
葬
墓
)
が
で
き
る
と
、
比
較
的
早
く
に
そ
の
隣
接

地
に
石
塔
が
集
積
さ
れ
て
い
っ
た
点
で
あ
る

。

こ
の
事
例
で
は
、

そ
の
時
点
で

一

時
、
両
墓
制
類
似
の
様
相
が
出
現
し
た
わ
け
で
あ
る

。

明
治
時
代
以
降
の
新
し
い
葬
送
慣
習
の
導
入
に
よ
っ
て
墓
制
に
関
す
る
集
落
の

共
同
性
が
醸
成
さ
れ
る
と
、
家
観
念
も
強
調
さ
れ
て
、
事
例

2
、

4
、

6

で
は
石
塔

付
き
の
家
墓
が
制
度
化
さ
れ
、
事
例
5

と
8

で
は
石
塔
別
置
型
の
家
墓
が
制
度

化

さ
れ
た
。

後
者
で
は
、
集
落
の
共
同
性
は
石
塔
建
立
の
方
面
に
も
及
ん
だ
が
、
前

そ
の
前
に
、
個
々
の
埋
葬
区
画
へ
の
石
塔
導
入
が
進
ん
で
い
た

。

い
ず

者
で
は
、

れ
に
せ
よ
、

二
つ
の
制
度
は
、
共
通
す
る
基
盤
上
の
端
緒
期
の
小
さ
な
遠
い
に
由

来
し

そ
れ
が
拡
大
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る

。

事
例
中
の
い
く
つ
か
の
家
々
で
は
、
石
塔
が

一
カ
所
に
集
め
ら
れ
て
い
る

。

事

例
3

の
U
T

-永
で
は

一
四
基
の
石
塔
を
ま
と
め
、
事
例

5

の
H
G

家
で
は
7

基

を
ま
と
め
て
い
る

。

事
例
9

の
N
K

家
で
は
、
六
基
の
石
塔
が

山
肌
に
並
ん
で
い

る
。

U
T

家
の
石
塔
群
は
同
家
の
か
つ
て
の
埋
葬
地
の
近
く
に
あ
り
、

H
G

家
一
の

そ
れ
も
三
世
代
前
の
当
主
の
埋
葬
地
点
の
近
く
と
い
う

。

N
K

家
で
は
ま
と
ま
っ
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た
埋
葬
地
の
手
前
に
位
置
す
る

。

い
ず
れ
の
家
で
も
、
埋
葬
地
点
は
共
同
墓
地
の

他
に
、
畑

な
い
し
山
の
斜
面
を
用
い
て
い
る

。

こ
れ
ら
の
家
々
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
石
塔
の
数
か
ら
み
て
、

そ
れ
を
共
同
墓
地

の
自
家
の
埋
葬
区
画
に
置
く
の
は
む
ず
か
し
い
と
思
わ
れ
る

。

N
K

家
で
も
、
石

塔
建
立
地
点
、
埋
葬
地
点
は
と
も
に
山
の
斜
面
の

一
画
の
よ
う
で
、
広
い
面
積
が

と
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う

。

石
塔
だ
け
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
か

ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

。

た
だ
、
事
例
5

の
H
G

家
は
集
落
が
設
置
し
た
石
塔

建
立
区
画
を
用
い
て
い
な
い

。

家
々
の
個
別
の
事
情
が
こ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る

。

事
例
1

、

3
、

9

で
は
、
家
ご
と
に

区
画
化
さ
れ
た
共
同

墓
地
に
石
塔
は
ほ
と
ん

ど
建
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
石
塔
の
建
立
地
点
は
従
来
の
立
地
条
件
が
そ
の

ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
事
例
1

と
9

で
は
石
塔
そ
の
も
の
を
建
て
る
家
々
が
少

な
い
と
い
う

。

こ
れ
ら
の
集
落
で
は
、
埋
葬
墓
地
の
利
用
が
実
現
し
て
葬
法
の
変



化
が
生
じ
た
が

そ
れ
は

石
塔
建
立
に
は
及
ん
で
い
な
い

。

あ
る
い
は
石
塔
そ
の

も
の
に
対
す
る
指
向
が
弱
い
の
で
あ
る

。

事
例
刊
で
も
石
塔
を
建
て
る
家
は
三
分

の

一
以
下
と
さ
れ
る

。

新
し
い
葬
法
が
集
落
の
共
同
性
を
た
か
め
、
家
観
念
と
結

び
つ
い
て
墓
制
全
体
を
変
革
し
て
い
く
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
集
落
で

は
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
の
時
間
が
も
う
少
し
必
要
な
の
で
あ
ろ
う

。

事
例
7

、

日
で
は
近
年
、
共
同

墓
地
に
石
塔
が
建
つ
よ
う
に
な

っ

た
と
い
う

。

こ
の

二
事
例
で
は
共
同
墓
地
は
家
ご
と
の
区
画
化
が
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

り
、
石
塔
は
埋
葬
地
を

蚕
食
し
な
が
ら
共
同

墓
地
に
進
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
の
よ
う
な
様
相
は
共
同
墓
地
の
共
同
利
用
を
む
ず
か
し
く
す
る
か
ら
、

最

終
的
に
何
ら
か
の
形
で
調

整
が
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る

。

そ
れ
は
も
う
少
し
先
の

時
代
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

。

5
)
「
両
墓
制
」
と
い
う
評
価

明
治
時
代
以
降
に
共
同

墓
地
と
い
う
新
し
い
制
度
が

導
入
さ
れ
て
、
こ
の
地
域

の
そ
れ
ま
で
の
安
定
し
た
葬
法
に
変

化
が
生
ず
る
こ
と
に
な

っ
た
。

国
の
墓
地
施

策
は
、
集
落
に
共
同
墓
地
へ
の
死
者
の
追
葬
と
い
う
新
し
い

葬
送
慣
行
を
も
た
ら

し
た
。

こ
の
慣
行
は
、
自
畑

等
へ
の
家
々
に
よ
る
単
独
葬
と
い
う
地
域
の
慣
行
を

変
革
さ
せ
た

。

そ
れ
は
葬
法
を
集
落
の

管
理
下
に
置
く
も
の
で
あ
り
、
集
落
に
新

し
い
共
同
性
の
形
成
を
う
な
が
す
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
共
同
性
は
、
人
々
が
培

っ

て
き
た
家
観
念
と
結
び
つ
い
て
共
同

墓
地
の
家
ご
と
の
区
画
化
を
も
た
ら
し
、

地
域
に
家
墓
へ
の
指
向
を
う
み
だ
し
て
い

っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
地
域
で
は
地
形

的
制
約
が
あ

っ

て
、
共
同
墓
地
の
設
置
と
利
用
は
順
調
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い

。

一
方
、
石
塔
建
立
は
、
こ
の
地
域
全
体
で
確
立
し
た
制
度
で
は
な
か

っ
た
。

そ

し
て
、
石
塔
が
建
て
ら
れ
る
場
合
に
は
、
畑
の
埋

葬
地
点
か
屋
敷
周
囲
、
あ
る
い

は
寺
の
近
く
に
建
立
さ
れ
た

。

そ
の
後
、

い
く
つ
か
の
集
落
で
は
家

墓
へ
の
指
向

が
石
塔
建
立
と
結
び
つ
き
、
共
同

墓
地
の
区
画
内
に
石
塔
付
き
家

墓
を
形
成
す
る

動
き
が
進
行
し
た

。

他
の
い
く
つ
か
の
集
落
で
は
、
集
落
の
新
た
な
共
同
性
が
石

塔
建
立
方
面
に
も
及
び

、

共
同
の
石
塔
建
立
区
画
を
共
同

墓
地
の
隣
接
地
に
設
け

る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
こ
で
は
、
石
塔
別
置
型
の
家
墓
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る

。

こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
他
の
集

落
で
も
家
単
位
に
生
ず
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

部
の
集
落
で
は
、
新
し
い
慣
行
に
よ
る
集
落
の
共
同
性
は
石
塔
建
立
に
は
お
よ
ば

ず
、
石
塔
建
立
の
状
況
が
従
前
の
ま
ま

一
九
七
0
年
代
前
半
ま
で
継
続
し
て
い
る

。

あ
る
い
は
、
集
落
の
新
し
い

墓
制
が
十
分
に
成
熟
す
る
前
に
、
石
塔
建
立
へ
の
指

向
が
強
ま

っ

た
集
落
も
あ
る

。

ま
た
、
石
塔
に
対
す
る
人
々
の
見
方
は
多
様
で
あ

る
。

石
塔
を
墓
参
の
対
象
と
し
そ
れ
を
家

墓
に
建
立
す
る
動
き
が
あ
る

一
方
、
こ

-14 -

の
地
域
で
は
、
墓
石
と
し
て
石
塔
を
み
る
見
方
は
今
日
で
も
薄
い
よ
う
に
も
思
わ

れ
る

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
地
域
の
葬
法
の
変
容
過
程
の
な
か
で
、

実
際
に
生
じ
た
歴
史

的
変
化
は
集

落
ご
と
に
、

ま
た
家
ご
と
に
多
様
で
あ
る

。

全
体
の
過
程
は
、
地
域

に
固
有
の
葬
法
の
崩
壊
と
、
新
た
な
葬
法
の
集
落
な
い
し
家

単
位
で
の
創
出
の
過

程
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

。

そ
れ
は
、

葬
法
に
関
す
る
集
落
の
共
同
性
が
、

墓

制
領
域
に
広
が
っ

て
い
く
過
程
で
も
あ
る

。

当
該
地
域
に
お
け
る

葬
法
・
墓
制
の
変
化
の
様
相
を
、

田
中
の
調
査
時
点
で
あ

る

一
九
七

二
年
で
切
り
出
す
な
ら
ば
、

以
上
の
よ
う
な
要
約
が
可
能
で
あ
ろ
う

。

こ
の
過
程
を

「両
墓
制
」
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
み
た
場
合
、

か
つ
て
の
地
域

固
有
の
葬
法
は

「両
墓
制
」
で
は
な
い

。

そ
こ
で
は
、
石
塔
建

立
が
制
度
化
さ
れ

て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、

葬
法
が
個
々
の
家
の
枠
組
み
の
な
か
で
行
わ
れ
、
集
落



の
共
同
性
が
そ
こ
に
表
出
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

。

ま
た
、
固
有
の
葬
法
で

は
、
自
家
の
所
有
地
に
死
者
を
葬
し
で
も
、
葬
送
地
点
や
石
塔
建
立
地
点
を
囲
い

込
み
、
特
定
化
す
る
こ
と
が
な
い

。

そ
れ
は
、
家
観
念
の
存
在
を
示
す
が
、
墓
な

い
し
家
墓
へ
の
指
向
を
欠
く

。

こ
れ
は
、
墓
制
と
し
て
論
ず
べ
き
事
象
で
は
な
く
、

葬
法
な
い
し
葬
制
と
し
て
論
ず
べ
き
事
柄
で
あ
る

。

し
た
が

っ

て
、
地
域
固
有
の
葬
法
は
両

墓
制
で
な
く
、
明
治
時
代
以
降
に
地
域

に
う
み
だ
さ
れ
た
多
様
な
葬
送
・
墓
制
慣
行
も
、
両
墓
制
の
崩
壊
過
程
の
な
か
で

集
落
ご
と
の

個
別
条
件
が
作
用
し
て

生
じ
た
ヴ
ァ

リ
エ
ー

シ
ョ
ン
で
は
な
い

。

そ

れ
は
、
近
代
国
家
の
施
策
の
下
に
、
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
と
の
相
互
作
用
の

な
か
で
生
成
さ
れ
た
変
化
で
あ
り
、
新
た
な
制
度
の
創
出
、

な
い
し
創
出
の
過
程

で
ふ
の
司
令
。

こ
の
変
化
と
創
造
の
過
程
の
な
か
で
、
石
塔
別
置
型
家
墓
形
成
の
動
き
を
と
り

だ
す
な
ら
ば
、
そ
こ
に
「
近
代
に
成
立
し
た
両
墓
制
」
と
い
う
要
素
を
垣
間
見
る

こ
と
も
で
き
よ
う

。

た
だ
、
近
代
に
成
立
し
た
墓
制
は
そ
れ
の
み
で
は
な
い

。

石

塔
付
き
家
墓
の
制
度
も
創
出
さ
れ
た
し
、

そ
れ
以
外
の
も
の
も
創
出
さ
れ
た
か
、

創
出
の
過
程
に
あ
る

。

ま
た
、
新
た
な
墓
制
の
創
出
単
位
は
、
集
落
の
場
合
と
個
々

の
家
の
場
合
と
が
み
い
だ
さ
れ
る

。

家
を
単
位
と
す
る
も
の
は
そ
れ
を

制
度
と
呼

ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
変

化
・
創
造
は
葬
墓
制
の
広
い

領
域
で

、

さ
ま
ざ
ま
な
単
位
体
を
べ
l

ス
に
生
じ
て
お
り
、

し
か
も
そ
れ
は

一
様
に
進
ん
で

い
る
の
で
も
な
い

。

前
田
俊

一
郎
が
論
じ
た

「
死
者
の
共
葬化
と
墓
制
慣
行
」
お
よ
び
「
近
代
に
成

立
し
た
両
墓

制
の
問
題

」
、
「
両
墓
制
の
分
布
小
考
」
は
、
本
論
で
論
じ
た
地
域
と

同
じ
葬
法
を
か
つ
て
も
っ
て
い
た
地
域
で
、

ほ
ぼ
同
様
の
変
化
と
新
た
な
制
度
の

創
出
の
様
相
を
指
摘
し
て
い
る

前
田

。

。

一
三
1

一
二
七
)。

前

田
は
全
体
と
し
て
「
近
代
に
成
立
し
た
両
墓
制
」
を
強
調
し
て
い
る
が
、
報
告
さ

れ
た
事
例
は
よ
り
多
く
の
変

化
を
含
ん
で
い
る

。

前
田
の
調
査
は

一
九
九
0
年
代

以
降
の
も
の
で
あ
り
、

田
中
の
調
査
と
は

二
0
1

三
O
年
程
の
聞
き
が
あ
る

。

こ

の
時
間
経
過
の
な
か
で
、
明
治
時
代
前
期
の
葬
法
の
情
報
の
か
な
り
の
も
の
が
失

わ
れ
る
と
と
も
に

一
九
七
0
年
代
以
降
の
変
化
の
結
果
が
そ
の
議
論
に
取
り
込

ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

。

前
田
が
「
両
墓
制
」
を
強
調
す
る
の
は
、
こ
の
こ
と

に
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い

。

南
槍
原
に
関
す
る
田
中
の
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
近
代
以
降
の
葬
送
・
墓
制
の

変
化
と
創
造
の
過
程
の
な
か
で
、
生
じ
た
事
象
は
多
様
で
あ
る

。

ご
の
地
域
で
は
、

近
代
以
前
の
葬
法
の

一評
価
と
位
置
づ
け
に
「
墓
制
」
と
い
う
枠
組
み
は
適
合
し
な

Fh
d
 

句
E

ム

ぃ
。

同
様
に
、
近
代
以
降
に
生
じ
た
事
象
の
評
価
と
位
置
づ
け
に
、
「
両
墓
制
」

と
い
う
枠
組
み
は
不
足
す
る

。

そ
れ
は
、
事
象
の
多
様
性
を
か
き
消
し
て
し
ま
う

。

部
分
を
も
っ
て
全
体
を
測
る
こ
と
は
、

民
俗
の
理
解
を
ゆ
が
め
る
こ
と
で
あ
る

。

穴
吹
町
古
宮
地
区
半
平
一
帯
の
墓
と
葬
法

徳
島
県
は
県
域
の
八
O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
山
地
を
な
し
、
平
野
部
は
吉
野

川

中

・

下
流
域
や
、
那
賀

川
、
海
部
川
な
ど
の
河
川
下
流
部
に
み
い
だ
さ
れ
る

。

徳

島
県
の
民
俗
文
化
に
か
か
わ
る
地
域
区
分
に
つ
い
て
は
金
沢
治
に
よ
る
紹
介
が
詳

し
L ミ

金
沢

一
九
七
四
一

一
三
i

二
O
)。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
吉
野

川
流
域
を

キ
タ
ガ
夕
、
那

賀
川
下
流
域
か
ら
南
海

岸
線
沿
い
を
ミ
ナ
ミ
ガ
夕
、
各
河

川
の
枝

谷
を
遡
っ
た
山
地
を
サ
ン
ブ
ン

山
分
)
な
ど
と
区
分
す
る

。

キ
タ
ガ
タ
で
は
近



世
期
か
ら
藍
と
煙
草
の
商
業
的
生
産
が
行
わ
れ
、
山
分
は
「
民
俗
の
宝
庫
」
と
い

、
「
ノ。穴

吹
町
古
宮
地
区
は
、
吉
野
川
の

一
支
流
、
穴
吹
川
上
流
域
の
山
間
地
に
位
置

す
る
。

右
の
地
域
区
分
か
ら
は
、
地
区
は
キ
タ
ガ
タ
と
山
分
の
境
に
位
置
す
る
こ

と
に
な
ろ
う

。

地
区
の
集
落
は
「
峡
谷
部
を
避
け
て
山
腹
の
緩
傾
斜
地
」
に
あ
り
、

「
屋
敷
周
り
に
耕
作
地
を
持
つ
散
在
型
の
集
落

」
と
な

っ
て
い
る

(
穴
吹
町
誌
編

さ
ん
委
員
会

一
九
八
七
一

一
五
五
1

一
五
七
)

。

半
平
は
古
宮
地
区
最
奥
の
集
落
で
、
家
々
は
標
高
四

0
0

メ
ー
ト
ル
か
ら

五
五
0
メ
ー
ト
ル
程
の
緩
斜
面
に
点
在
す
る
。

そ
の
南
側
の
標
高
差

二
百
数
十
メ

ー
ト
ル
の

急
斜
面
の
下
に
、
東
の
木
屋
平
で
方
向
を
転
じ
た
穴
吹

川
が
西
流
し
、

半
平
を
経

て
再
び
北
流
す
る

。

穴
吹
川
と

吉
野
川
と
の
合
流
地
点
の
標
高
は
四
五

メ
ー
ト
ル
程
で
あ
る

。

下
流
域
に
は
水
田
が
み
ら
れ
る
が
、
上
流
の
乙
の

一
帯
に

水
田
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
各
集
落
は
「
畑
作
を
主
と
す
る
山
村
で
あ
る
」
(
上
井

一
九
七
九
二

一七
二

。

半
平
を
含
む

一
帯
で
は
大
谷
焼
の
饗
を
棺
に
用
い
た
葬
法
が
行
わ
れ
て
い
る

。

「徳
島
県
民
俗
地
図

』
に
よ
る
と
、
県
下
で
は
吉
野

川
沿
い
に
饗
棺
葬
地
帯
が
分

布
し
、
こ
れ
に
棺
桶
(
木
棺
)
・
饗
棺
併
用
地
帯
が
接
し
て
い
る

一
九
七
九

一
一
八
1

一
一
九
)。

半
平
を
含
む
穴
吹
町
は
棺
桶

・

裂

(
徳
島
県
教
育

委
員
会

棺
併
用
地
帯
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

。

本
稿
で
は
、
上
井
の
報
告
し
た
美
馬
市

穴
吹
町
古
宮
地
区
半
平
の
事
例
を
中
心
に
、
察
棺
葬
を
行
う
キ
タ
ガ
タ
と
山
分
の
、

山
村
地
帯
の
墓
と
葬
法
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る

。

(1
)
畑
へ
の
埋
葬

上
井
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
域
に
は
三
つ
の
形
態
の
墓
が
併
存
す
る

。
一
つ
は
、
「
数

年
前
か
ら
の
傾
向
」
と
い
う
、
「
家
単
位
に
新
し
く
石
塔
を

一
基
た
て
、
こ
こ
に

旧
来
の
も

の
を
集
め
、
こ

れ
か
ら
も
こ
こ
に
納
め
る
目
的
で
下
部
に
大
き
な
納
骨

室
を
持
つ
型
」
で
あ
る

。

ハ
カ
ヨ
セ
と
称
す
る

。

他
の

一
つ
は
「
集
落
内
の

一
定

区
域
に
墓
が
集
ま
っ
た
単
墓
制
の
墓
地
」
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
「
畑
・
山
林
・

水
田
の
中
に
、

単
独
で
存
在
す

る

墓
」
で
あ
る

(
上
井

一
九
七
九
二

一七
二

。

最
後
の
も
の
は
「
墓
を
個
人
単
位
で
設
け
た
形
態
」
で
あ
り
、
上
井
が
「
散
墓

制
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る

上
井

一
九
七
九
・

二
七
二

。

そ
れ
は
次
の
よ
う

な
あ
り
方
を
示
す

。

耕
地
の
中
央
に
あ
る
も
の
、
耕
地
の
境
を
な
す
道
に
そ
っ
た
も
の
、
屋
敷

地
の
内
に
あ
る
も
の
な
ど
多
様
で
あ
る

。

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
山
村

で
あ
る
た
め
に

一
筆
当
り
の

耕
作
面
積
が
狭
い
の
で
、
土
地
利
用
の
面
か
ら

n
h
u
 --

も
、
耕
地
の
片
す
み
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
が
最
も
多
く
、

や
や
広
い
耕
地

に
は
そ
の
内
部
に
設
け
ら
れ
る
も
の
が
多
い

。

土
地
の
種
目
が
山
林
と
あ
る

場
合
も
、
墓
地
と
し
て
群
を
な
し
て
い
な
い
場
合
は
、
耕
地
に
接
し
た
位
置

に
あ
る

。

(
上
井

一
九
七
九
二

一七

こ
の
よ
う
な

墓
制
は
キ
タ
ガ
タ

一
帯
で
広
く
み
い
だ
さ
れ
る

。

吉
野
川
の
支
流
、

日
開
谷
川
流
域
の
山
村
(
阿
波
市
)

で
も
「
江
戸
時
代
に
は
家
々
で
好
む
畑
の
中

ゃ
、
家
の
ま
わ
り
に
埋
葬
し
墓
を
造
っ
て
い
た
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る

(
津
田

二
O
O

九
一
五

三
五
)。

隣
村
の
木
屋
平
村
(
美
馬
市
)

で
は
、
「
昔
、
本
村
で
は

各
家
に
決
ま
っ
た
墓
地
が
な
く
、
家
に
近
い
場
所

・

畑
の
隅

・

畑
の
中
央
な
ど
家

の
都
合
の
よ
い
場
所
を
選
ん
で
埋
葬
し
た
」
と
い
う
(
木
屋
平
村
市
編
纂
委
員
会

一
九
九
六
一
九
九
五
)
。

こ
の
よ
う
な
墓
制
の
様
相
を
よ
り
具
体
的
に
示
す
た
め
、
上
井
は
半
平
の
明
治



時
代
初
年

の
地
籍
図
と
地
籍
簿
に
も
と

づ
い
て
、
「
明
治
初
年
宅
地
耕
地
墓
地
分

布
図
」
(
以
下
、「分
布
図
」
と
記
す
)

集
落
の
土
地
の
う
ち
、
宅
地
と
墓
域
を
も

つ
土
地
の
地
番
、
種
別
、
面
積
、

墓
域
面

積
を
家
ご
と
に
名
寄
せ
し
た

一
覧
表
を

示
し
て
い
る

(
上
井

一
九
七
九

二
七
二
j

二
七
五
、
二
七
七
)。

一
覧
表
に
表
示

さ
れ
た
土
地
は
字
有

の
も
の

一
六
筆
、
字
の
六
七
軒
の
家
々
が

所
有
す
る
土
I也
が

筆
(で
表あ
2 り

そ

の
内
訳
は
次
の
よ
う
で
あ
る

と

土地の種別と墓域

所有 種別 m数 内、墓域をもつものの筆数

宅地 4 

字 -さ~ー 12 10 

言 l' 16 11 

宅地 96 7 

墓 21 19 

家々
畑 137 137 

山林 6 6 

旺l

言 十 261 170 

表2

表
2

を
み
る
と
、
字
の
家
々
の
所
有
す
る
墓
域
を
も
っ
耕

地
の
種
別
は
、
畑
が

一
三
七
筆
で

、

墓
域
を
も
っ

一
七
O
筆
の
土
地
全
体
の
八
0
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
を

占
め
て
い
る

。

宅
地
と

山
林
に
墓
域
を
も
つ
も
の
は
少
数
で
あ
り
、
水
田
に
墓
域

を
も
っ
例
は
多
い
よ
う
で
あ
り

(
上
井

を
も
つ
の
は

一
例
で
あ
る

。

土
井
に
よ
れ
ば
、
穴
吹
川
下
流
域
で
は
水
田
に
墓
域

一
九
七
九
一

二
七
六

そ
れ
は
下
流

域
で
水
田
商
積
が
増
え
る
こ
と
に
関
係
し
よ
う

。

種
別
が

「
墓
」
と
さ
れ
て
い
る
土
地
は
二
一
筆
で
、
そ
の
う
ち
実
際
に
墓
域
を

も
つ
も
の
は

一
九
筆
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

墓
域
を
も
っ
土
地
の

一
一
・

二
パ
l

セ

越
し

ン
ト

に
す
ぎ
な
い
。

当
該
集
落
で
は

、

「墓
」
以
外
の
土
地
に
墓
を
も
っ
例
が
卓

そ
の
大
部
分
は
畑
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

。

表
3

は
、
土
井
の

一
覧
表
に
よ
り
、
墓
域
面
積
を
も
っ
土
地
の
広
さ
と
筆
数
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
3

に
よ
る
と

、

字
有

の
土
地
に
は

一
畝
か
ら

畝
ほ
ど
の
広
い
面
積
を
も

っ
「
墓
」
が
み
い
だ
さ
れ

る
。

「集
落
の
周
辺
に
字

有
の
ゆ
と
り
あ
る
墓

地
を

設
け
て
い
る
」

(上
井

一
九
七
九
二

一七
八

い
う
の
が
こ
れ
に
相
当
し

L
品
、
つ。

個
々
の
家
の
も

つ
墓
で と

墓域面積と筆数 (面積は下二桁が歩)

面積 筆数
種 別

宅地 墓 畑 山林 田

300 -320 2 2 

字有
100 -120 5 3 2 

10 - 30 3 l 2 

9 1 

114 l 

11- 13 3 1 2 

6 - 10 18 3 12 3 

家有
5 11 10 

4 21 3 17 

3 27 2 4 21 

2 25 l 23 

1 64 5 5 52 l 

司i可
E

ム

表3

一
筆
で
一
畝
十
四
歩
を
し
め
る
墓
が

一
例
み
い
だ
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
字
の

土
井
に
よ
れ
ば
、

緒
方
家
で
は

「
天
明
八
年

l主旧
家
緒

方
家
の
墓
で
あ
る

。

(
一
七
八
八
)
に
他
界
し
た
義
勝
頃
か
ら
個
人
単
位
の
石
塔
を
埋

葬
墓
の
上
に
た

て
る
よ
う
に
な

っ
た
」
と
い
い
、

「明
治
初
年
に
は
、
こ
の

一
画
が
、
四
七
七

一

二
番
地
の

一
筆
で
一
畝
十
四
歩
の
広
さ
を
持
つ
緒
方
家
の
墓
地
と
し
て

地
籍
簿
に

一
九
七
九
・
二
八
四
)
。

も
現
れ
る
の
で
あ
る

」
と
い
う

(
上
井

さ
れ
た
の
は

、

お
そ
ら

く
、
明
治
時
代
初
年

の
土
地
測
量
で
こ

の
土
地
が

「
村
主
と
し
て
認
定

そ
こ
に
墓
石
が
建
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る

。

そ

れ
な
ら
ば
、
地
籍
簿
で
「
墓
」
と
さ
れ
て

い
る
他
の

一
八
筆
も
、
そ
の
時
点
で
そ

が
こ
に

墓
石
が
建
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
推
測
は
誤
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
ず
れ
に
し
て

も
、

集
落
に
石
塔
を
も
っ
墓
の
数
は
少
な
い
。

「
石
塔は
、



散
墓
の
場
合
は
き
わ
め
て
ま
れ
に
し
か
み
ら
れ
な
い

」
の
で
あ
る

上
井

一
九
七
九
一
二
七
八
)。

こ
の

一
例
を
除
く
と
、
多
く
の
土
地
の
墓
域
は
五
歩
以
下
で
あ
り
、

そ
の
う
ち

一
歩
の
も
の
が
六
四

筆
(全
体
の
三
七
・
六
パ
ー

セ
ン
ト
)
と

一
番
多
い

。

た
だ
し
、

墓
域
面
積
と
墓
の
個
数
と
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い

。

た
と
え
ば
、

日
番
の
家
は
二

つ
の
畑
に

一
歩
と
四
歩
の

墓
域
を
も
つ
が
、
分
布
図
を
み
る
と

、

ど
ち
ら
の
畑
に

も

墓
記
号
は

一
つ
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い

。

日
番
の
家
の
宅
地
は

一
歩
の
墓
域
を

も
つ
が
、
分
布
図
で
は
そ
こ
に

墓
記
号
が
二
つ
記
さ
れ
て
い
る

。

上
井
の
分
布
図
で
は

一
筆
の
土
地
に
墓
記
号
が
一
つ
描
か
れ
て
い
る
も
の
と

二
つ
描
か
れ
て
い
る
も
の
の

二
種
が
あ
る

。

そ
の
位
置
は
土
地
の
隅
だ
っ
た
り
中

程
だ
っ

た
り
す
る
の
で
、
記
号
の
位
置
は

実
際
の
墓
の
位
置
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る

。

し
か
し
、

墓
記
号

一
つ
で

一示
さ
れ
た
場
所
に
い
く
つ
の
墓
が
あ
る

か
は
わ
か
ら
な
い

。

土
井
の

一
覧
表
か
ら
、
個
々
の
家
の
も
つ

墓
域
の
数
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ

る

(
表4
)。

表
4

に
よ
れ
ば
、
墓
域
面
積
を
も
っ

土
地
を

一
七
筆
所
有
す
る
家
が

一
軒
あ
る

が
、
大
部
分
は

一
1

二
筆
の
所
有
で
あ
る

。

墓
を
も
た
な
い
家
も

二
軒
み
ら
れ
る

。

墓域面積をもっ

土地の所有数

(家ごと )

墓域面積を

もつ土地の 家数

筆数

17 1 

7 1 

6 4 

5 3 

4 6 

3 8 

2 18 

l 24 

。 2 

計 67 

表4

(
2
)
ヒ
ト
ツ
パ
カ

こ
の
よ
う
な

「
墓
を
個
人
単
位
で
設
け
た
形
態

」
(
土
井

二
七
こ

を
、
こ
の
地
域

一
帯
で

「ヒ
ト

ツ
パ
カ
」
と
呼
ぶ

。

ヒ
ト
ツ
パ
カ
は
、

一
九
七
九

い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の

家
の
所
有
地
に
設
け
ら
れ
て
い
る

。
『井
川
の
民
俗
』

好
市
)
が
記
す
よ
う
に
、

「
墓所
は
自
分
の
土
地
内
に
設
け
る
の
が

普
通
」
な
の

で
あ
る

徳
島
文
理
大
学
比
較
文
化
研
究
所
年
報
編
集
委
員
会

一
九
八
九

五
回
)。

そ
し
て
、
新
し
い
死
者
の
ヒ
ト
ツ
パ
カ
の
位

置
は
、
穴
掘
り
の
際
に
家

人
が
決
め
る

。

吉
野
川
市
美
郷
村
で
は

「葬
式
を
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
家
の

責
任
者
が
議

組
の
墓
穴
掘
り
の
分
担
者
と
同
道
し
、
家
の

責
任
者
は

「
墓地
を

買
い
に
行
く

」

と
い

っ

て
、
杖
に
耳
銭
と
い

っ

て
穴
あ
き
の

一
文
銭
、
現
在
は
五
円
で
あ
る
が
、

。
凸

句
E
ム

こ
れ
を
く
く
り
つ
け
た
も
の
を

墓
地
と
す
る
と
こ
ろ
に
立
て
る

」
(
藤
丸

一
九
七
九
一

一
九
)。

神
山
町
で
も

「昔
は

、

本
人
の
杖
か
、
青
ダ
ケ
に
銭
を
付
け
、

家
人
が
「
墓
地
床
買
い
」
を
し
た

。

・
:
〔
家
人
が
〕青
ダ
ケ
を

立
て
た
所
に
、
講

中
が
{
八
を
掘
る」
と
い
う
(
浮
田

一
九
九
八
一

一
O
六
)。

い
ず
れ
の
報
告
も
、
葬
送
地
点
の
決
定
が
個
々
の
家
の

管
理
下
に
あ
る
乙
と
を

述
べ
て
い
る

。

半
平
で
も
同
じ
で
あ
ろ
う

。

そ
の
際
、
特
定
の

地
点
を
選
ぶ
基
準

は
明
確
で
は
な
い
が
、
藤
丸
昭
に
よ
れ
ば
、

「井
川
町
岩
坂

〔三
好
市
〕
で
は
死

者
の
出
た
年
の
歳
徳
神
の
当
た

っ
た
方
角
は
忌
む
と
さ
れ
て
い
る

。

そ
こ

で
墓
地

は
年
に
よ
っ

て
然
る
べ
き
方
角
の
墓
地
に
埋
葬
す
る
こ
と
に
な
る

」
と
い
う
(
藤

丸

一
九
七
九

一
三
七
)。

こ
こ
で
い
う

「墓
地
」
は
ヒ
ト
ツ
パ
カ
の
こ
と
で
あ

ろ
う

。

さ
ら
に
藤
丸
は
、

「後
継
者
を
埋
葬
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
合
な
ど
、

家
屋
の
近
く
に

墓
域
を
決
め
る
こ
と
も
あ
る
〔

三
好
市
こ

と
す
る

藤
丸



一
九
七
九
一
三
七
)。

い
ず
れ
に
せ
よ
多
く
の
場
合
は
、
上
井
が
い
う
よ
う
に
土
地
利
用
の
観
点
か
ら

耕
地
の
隅
に
葬
送
地
点
を
決
め
る
の
で
あ
ろ
う

。

こ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
、
上

井
が
あ
げ
る
隣
村
木
屋
平
の
例
で
あ
る

。

木
屋
平
村
麻
衣
で
は

一
筆
で
三
0
平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
耕
地
が
連
な

り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
単
独
の
墓
が
あ
る

。

個
人
で
墓
を
持
て
ば

、

日
本
中

が
墓
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
さ
に
そ
れ

が
現
実
に
な
り
つ
つ
あ
る
姿
を
示
し
て
い
る

。

(
上
井

一
九
七
九

二
七

て
二

七
六

小
さ
な
畑
で
は
、

そ
こ
に
複
数
の
死
者
を
埋
葬
し
た
場
合
、
可
耕
面
積
が
狭
め

ら
れ
十
分
な
耕
作
が
で
き
な
い

。

そ
れ
は
、
畑
を
放
棄
す
る
こ
と
に
等
し
い

。

麻

衣
で

一
枚

一
枚
の
小
さ
な
畑
に
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
ず
つ
の
墓
が
連
な
る
の
は
、
す

な
わ
ち
個
々
の
畑
に
二
つ
以
上
の
墓
が
存
在
し
な
い
の
は
、
死
者
を
そ
こ
に
埋
葬

し
つ
つ
、
同
時
に
、

そ
こ
を
畑
と
し
て
有
効
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
、
人
々
の
意

志
な
い
し
必
要
を
示
す
も
の
で
あ
る

。

そ
れ
は
、
死
者
を
畑
に
埋
葬
す
る
と
い
う

規
範
と
、
畑
を
耕
作
し
て
生
活
を
営
む
と
い
う
規
範
と
の
、
折
衷
の
結
果
を
示
す

よ
う
に
思
わ
れ
る

。

墓
を
土
地
の
中
央
に

設
け
る
場
合
に
つ
い
て
、

『改
訂
木
屋
平
村
史
」
は
「
家

の
主
人
が
死
亡
す
る
と
家
の
主
地
(
お
も
じ
、
家
の
中
心
の
畑
)

の
中
央
に
埋
葬

す
る
風
習
が
あ
り
、
村
内
ほ
と
ん
ど
畑
の
中
央
に
墓
が
見
受
け
ら
れ
た
」
と
記
す

(
木
屋
平
村
史
編
纂
委
員
会

一
九
九
六
一
九
九
五
)

。

穴
吹
の
西
隣
の
つ
る
ぎ
町

貞
光
地
区
で
は

「
家
督
を
継
ぐ
は
ず
で
あ
っ
た
子
の
墓
は
畑
の
真
中
に
た
て
る
」

と
い
う
(
前
川

一
九
八
二
一
三

七
)。

南
隣
の

一
宇
村
で
は

「特
に
江
戸
時
代
、

戸
主
や
長
男
が
死
亡
し
た
と
き
、
財
産
は
全
部
そ
の
人
の
物
で
あ
る
と
い
っ
て
、

家
の
前
尾
尻
(
家
の
前
後
)

の

一
番
良
い
畑
の
中
央
ヘ
埋
葬
し
て
い
た

」
と
す
る

(
一
宇
村
史
編
纂
委
員
会

一
九
七
二
一
一
一

四
)。

一
番
良
い
畑
へ
の
埋
葬
と
い
う
習
俗
は
南
槍
原
で
も
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た

が
、
以
上
の
説
明
は
、
南
槍
原
と
同
様
に
当
該
地
域
で
も
、
耕
地
の
中
央
へ
の
死

者
の
埋
葬
が
家
観
念
と
家
々
の
土
地
所
有
観
念
を
強
く
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る

。

(3
)
埋
葬
と
纂
の
設
え

か
つ
て
、
埋
葬
に
は
袈
棺
が
用
い
ら
れ
た

。

上
井
に
よ
れ
ば
、

「埋
葬
は
ほ
と

ん
ど
開
設
で

桶
を
使
う
こ
と
も
あ

っ

た
と
い
う
」
(
土
井

一
九
七
九

二
七
八
)。

埋
葬
と
墓
の
設
え
の
様
子
は
次
の
よ
う
で
あ
る

。

n
ヨ

句
E
ム

耕
地
に
穴
を
掘
っ
て
こ
れ
を
埋
め
、
上
は
ジ
ゴ
ク
石
と
称
す
る
石
の
葦
を

す
る

。

乙
の
上
部
と
回
り
を
偏
平
な
石
で
方
形
に
囲
っ
て
い
る

。

石
塔
が
あ

る
場
合
は
こ
の
上
に
た
て
る
が
、

ほ
と
ん
ど
近
世
末
期
の
も
の
で
あ
る

。

な

い
場
合
は
自
然
石
が
上
に
た
て
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
木
屋
平
村
で
は
と

の
自
然
石
も
高
さ
が
せ
い
ぜ
い

二
0
セ
ン
チ
ほ
ど
の
も
の
が

多
く
、
こ

れ
す

ら
な
い
も
の
が
あ
る

。

同
村
麻
衣
の
北
隣
り
に
な
る
南
張
の
集
落
で
は
、
こ

れ
も
な
い
の
が
本

来
の
姿
で
あ
る
と
い
う

。

〔
半
平
の
〕
緒
方
カ
ブ
の
古
老

の
伝
承
に
よ
る
と
、
昔
は
、
河
原
か
ら
丸
い
き
れ
い
な
小
石
を
取
っ
て
き
て
、

上
に
撒
い
て
お
い
た
と
い
う

。

半
平
よ
り
下
流
の
集
落
で
も
、
方
形
の
枠
石

の
中
に
、
白
く
て
丸
い
石
を
玉
砂
利
の
よ
う
に
敷
い
て
、
石
塔
を
持
た
な
い

墓
を
多
く
見
う
け
る

。

(
上
井

一
九
七
九
一

二
七
八
1

二
七
九
)

用
い
る
裂
は
大
谷
焼
き
の
水
饗
で
、
「
水
裂
の
う
ち
庇
物
を
備
費
(
死
者
埋
葬
用
)



に
用
い
た
」
(
鳴
門
市
史
編
纂
委
員
会

一
九
八
八
一
五

三
O
)。

大
き
さ
は
、
大

人
用
に
「
大
六
」
か
「
大
五
」
と
い
う
規
格
の
も
の
が
用
い
ら
れ
た

藤
丸

一
九
七
九
一

二
二
)。

前
者
は

一
石
裂
(
容
量

一
八
O

リ
ッ
ト
ル
)
で
後
者
は
八

斗
斐
(

一
四
四
リ
ッ
ト
ル
)
で
あ
る
。

棺
と
し
て
用
い
る
際
に
は
、
底
に
穴
を
あ

ナ
た
。

饗
は
購
入
し
た

。

「
文化
時
代
か
ら
交
通
の
便
の
あ
る
と
こ
ろ
は
店
で
売
っ
て

い
る
懇
棺
を
用
い
た
が
、
最
近
は
ほ
と
ん
ど
火
葬
に
な
っ
た
の
で
裂
棺
は
使
わ
な

い
」
と
い
う
(
金
沢

一
九
七
四

二
O
五
)
。
『井
谷
内
村
誌

』
(三
好
市
)

も
「
最
も
古
き
時
代
に
は
箱
に
屍
を
納
め
埋
葬
せ
し
が
文
化
の
頃
よ
り
陶
土
製
の

裂
に
納
れ
て
埋
葬
す
」
と
あ
る

(
阿
佐

一
九
五
三
一
六

一
O
)。

大
谷
焼
の
開

窯
は

一
七
八
0
年
代
で
あ
る
か
ら
、
文
化
・
文
政
時
代
に
は
阿
波
藩
内
に
よ
く
流

通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
(
鳴
門
市
史
編
纂
委
員
会

一
九
七
六

一
四
四
六
)。

な
お
、
引
用
し
た

『井
谷
内
村
誌
』
の
記
述
は
、
大
谷
焼
の
斐
桔
を
用
い
る
以
前

に
は
、
木
棺
に
よ
る
土
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

。

こ
の
点
は
、

お
そ
ら
く
こ
の

地
域

一
帯
で
同
様
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る

。

墓
穴
は
、
「
大
六
の
か
め
の
高
さ
よ
り
二
尺
位
余
計
に
掘
り

げ
る
」
(
荒
岡

一
九
六
三

一
六
七
)。

「
穴
の
大
き
さ
は
直
径

一
メ
ー

ト

ル
、
深
さ

一
・
五
メ
l

卜

ル
は
最
低
で
あ
っ
た
」
(
穴
吹
町
誌
編
さ
ん
委
員
会

一
九
八
七
一

一
一
三
二
)。

そ
し
て
、
埋
め
た
警
の
上
に
「
ジ
ゴ
ク
イ
シ

地
獄
石
)
」
あ
る
い
は
「
フ
タ
イ

ン

(
蓋
石
ご
と
い
う
「
四
角
い
平
石
」
(
金
沢

一
九
七
四

二
O
五
)
を
載
せ

る
。

こ
の
地
獄
石
上
に
「
埋
土
を
か
け
た
上
に
さ
ら
に
矩
形
箱
形
の
仮
墓
を
つ
く

る
」
(
金
沢

一
九
七
回

二
一
O
四
)。

上
井
が
い
う
、
「
上
部
と
回
り
を
偏
平
な

石
で
方
形
に
」
囲
っ
た
設
え
で
あ
る
。

そ
の
細
部
の
構
造
は
、
木
屋
平
村
で
は

「
六0
1

七
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方

ぐ
ら
い
の
薄
い
自
然
石
を
〔
小
石
を
〕

三
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
制
恨
み
上

げ
た
上
ヘ
載
せ
て
墓
と
す
る

」
(三
木

一
九
七

一
一
六
四
九
)。

上
に
載
せ
る
こ

の
方
形
の
平
石
を
「
拝
み
石
」
と
い
う
(

三
木

九
七

六
四
九
)
。

つ

る

ぎ
町
貞
光
地
区
で
は
、
埋
め
た
裂
の
上
に
「
地
獄
石
を

一
1

二
枚
置
き
、
伊
勢
参

宮
を
し
た
人
が
石
の
上
か
ら

三
度
ド
ン
ド
ン
と
踏
む

。

土
を
き
せ
て
オ
ガ
ミ
石
を

置
く
。

オ
ガ
ミ
石
の
上
に
は
四
花
台
に
野
位
牌
を
置
く

。

・
:
」
そ
し
て
、
翌
日
の

で

墓
直
し
で
「
五
寸
な
い
し

一
尺
に
石
を
積
み
、
〔
そ
の
上
に
〕
オ
ガ
ミ
石
を
置
き

な
お
し
、
上
に
四
花
台
、
野
位
牌

(
茶
碗
)
を
置
く
」
と
い
う
(
前
川

オ
キ
ジ

一
九
八
二

一

一
三
五
)。

こ
こ
で
も
「
オ
ガ
ミ
石
」
は
方
形
の
平
石
で
あ
る

。

以
上
か
ら
、
埋
葬
地
点
上
の
設
え
は
、
石
を

一
五
1

三
0
セ
ン
チ
メ

ー

ト
ル
ほ

20 一

ど
の
高
さ
に
方
形
に
積
み
上
げ
た
上
に
、
拝
み
石
と
い
う
平
石
を
載
せ
た
石
の
構

築
物
で
あ
る

。

全
体
は

一
辺
六
0
1

七
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
の
方
形
の
壇
に

な
る

。

上
井
に
よ
れ
ば

、

半
平
で
は
こ
の
石
壇
上
、
す
な
わ
ち
拝
み
石
の
上
に
、

石
塔
あ
る
い
は
自
然
石
が
立
て
ら
れ
る

。

た
だ
し
、
石
塔
は

「き
わ
め
て
ま
れ
に

し
か
み
ら
れ
な
い
」
(
上
井

一
九
七
九
一

二
七
八
)。

上
井
が
記
す
よ
う
に
、
集

落
に
よ
っ
て
は
自
然
石
も
立
て
ず
、
河
原
の
小
石
や
丸
石
を
載
せ
、

き
れ
い
に
飾

る
の
み
で
あ
る

。

あ
る
い
は

つ
る
ぎ
町
貞
光
地
区
の
よ
う
に
四
花
台
や
野
位
牌

等
を
置
く
例
も
あ
る

。

石
塔
を
建
立
す
る
こ
と
の
な
い
こ
の
よ
う
な
設
え
で
は
、

そ
の
場
所
に
埋
葬
さ

れ
た
死
者
の
名
は
記
録
さ
れ
な
い

。

し
た
が
っ
て
、
墓
は
「
古
く
な
る
と
誰
の
も

の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
が
普
通
で
あ
る
」
(
上
井

一
九
七
九

二
七
九
)。

た
だ
し
、
人
々
は
自
家
の
墓
の
維
持
管
理
を
怠
ら
な
い

。

盆
の
墓
参



が
そ
の
好
例
で
あ
る

。

盆
の
墓
参
に
際
し
て
、
家
々
は
「
〔
墓
の
〕
花
立
て
用
の
竹
筒
の
取
り
替
え
」

を
行
い
、

そ
の
花
立
て
に
し
き
び
を
供
え
て
ま
わ
る

。

「
青竹
を
さ
か
さ
に

一
節

使
っ
て
墓
の
数
だ
け

一
基
二
本
組
の
花
立
て
を
新
し
く
こ
し
ら
え
た
。

墓
の
多
い

家
で
は
五
O
組
も
六
O
組
も
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

。

こ
れ
に
し
き
び
の

花
を
た
て
水
を
入
れ
て
お
ま
い
り
す
る
」
の
で
あ
る

(
穴
吹
町
誌
編
さ
ん
委
員
会

一
九
八
七
一

一
一
八
二
)。

上
井
に
よ
れ
ば
、
「
木
屋
平
村
河
合
の
阿
部
氏
は
、
近
世
に
庄
屋
を
勤
め
た
家
で
、

墓
も
多
い
の
で
、
盆
の
墓
詣
り
に
は

一
抱
え
に
あ
ま
る
ほ
ど
の
橋
の
束
を
担
い
で

ま
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

。

・
〔
半
平
の
〕
緒
方
家
で
も
、
道
端
の
耕
地

外
に
も
墓
が
散
在
し
、
盆
ご
と
に
子
供
の
う
ち
か
ら
親
に
つ
い
て
墓
を
ま
わ
り
、

そ
の
場
所
を
覚
え
た
と
い
う
」
(
上
井

一
九
七
九
一

二
七
九
)。

そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
た
死
者
の
個
別
性
は
失
わ
れ
で
も
、
自
家
の
土
地
に
あ
る
墓

は
つ
ね
に
祭
杷
さ
れ
、
家
の
墓
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る

。

石
積
の
設
え
の
堅
固

な
構
造
と
あ
い
ま

っ
て

、

葬
送
地
点
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い

。

葬
送
地
点
が
明

確
に
囲
い
込
ま
れ
、
特
定
化
さ
れ
た
区
画
と
し
て
占
有
、
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、

ヒ
ト
ツ
パ
カ
は

墓
の
最
小
限
の
定
義
を
満
た
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
(4
)
葬
法
と
墓
制
の
仮
説

穴
吹
町
古
宮
の
半
平
を
中
心
と
し
た

一
帯
の
墓
制
を
南
槍
原
の
か
つ
て
の
葬
法

と
比
べ
て
み
る
な
ら
ば
、
畑
な
ど
自
家
の
所
有
地
の

一
隅
に
死
者
を
単
独
で
葬
る

形
態
は
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
南
槍
原
の
埋
葬
地
点
は
、

そ
れ
を
墓
と
し
て
定

義
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

。

南
槍
原
で
は
、

そ
の
場
所
に
そ
こ
が
埋
葬
地
点
で
あ

る
こ
と
を
示
す
設
え
が
設
け
ら
れ
で
も
、

そ
れ
は
や
が
て
失
わ
れ
、

そ
の
場
所
は

畑
に
も
ど
っ
て
し
ま
う

。

徳
島
の
こ
の

一
帯
で
は
、
同
じ
単
独
葬
を
行
っ
て
い
て

も
、
葬
送
地
点
は
墓
と
し
て
囲
い
込
ま
れ
、

そ
の
場
所
は
家
墓
と
し
て
保
存
・
管

理
さ
れ
る
。

乙
の
遠
い
は
、
両
地
域
に
お
け
る
埋
葬
の
技
術
的
差
異
に
、

あ
る
程
度
関
連
づ

け
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

南
槍
原
で
は
、
死
者
は
木
棺
に
納
め
ら
れ
土
中

に
埋
納
さ
れ
る

。

木
棺
は
や
が
て
腐
り
分
解
し
、
死
体
も
骨
化
し
て
土
に
な
じ
む

。

こ
れ
に
対
し
て
繋
棺
は
土
中
で
腐
敗
分
解
す
る
こ
と
が
な
い

。

そ
れ
は
土
中
に
半

永
久
的
に
存
在
し
、
さ
ら
に
、
埋
葬
地
点
上
の
石
の
設
え
の
重
量
を
支
え
て
、

そ

の
維
持
管
理
に
寄
与
す
る

。

同
時
に
、
護
棺
は
人
々
の
心
意
に
も
影
響
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

墓
穴
は
十

-
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分
な
深
さ
を
も
つ
よ
う
に
み
え
る
が
、

そ
れ
で
も
耕
作
者
で
あ
る
な
ら
ば
、

つ

ね

に
鍬
や
鋤
の
先
端
が
婆
に
あ
た
る
可
能
性
を
意
識
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

も
ち
ろ
ん
、
警
棺
に
は
地
獄
石
と
い
う
石
蓋
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

。

鍬
や
鋤
の
先

端
は
そ
れ
に
当
り
、
直
接
に
裂
に
当
た
っ
て
裂
を
壊
す
こ
と
は
な
い

。

あ
る
い
は
、

地
獄
石
は
そ
の
よ
う
な
危
倶
に
配
慮
し
た
民
俗
か
も
し
れ
な
い

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

人
々
は
畑
で
の
耕
作
に
際
し
て
、

日
々
、
土
中
の
楚
棺
の
存
在
を
意
識
せ
ざ
る
を

得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

そ
れ
は
、

そ
の
場
所
を
墓
と
し
て
特
定
し
続
け
る
理

由
の

一
つ
と
な
ろ
う

。

二
つ
の

地
域
の
葬
法
上
の

一
致
点
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う

か
。

畑
な
ど
自
家
の
所

有
地
の

一
間
に
死
者
を
単
独
で
葬
る
葬
法
は
、

ど
ち
ら
地

域
で
も
、
そ
の
土
地
の
畑
と
し
て
の
使
用
を
前
提
に
し
て
行
わ
れ
て
い
る

。

死
者

は
、
耕
作
を
さ
ま
た
げ
な
い
よ
う
に
、
畑
の
隅
に
埋
葬
さ
れ
る

。

徳
島
の
山
村
地



域
で
、
戸
主
や
長
男
が
畑
な
ど
の
中
央
に
埋
葬
さ
れ
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
、

南
槍
原
で
み
ら
れ
た
自
家
の

一
番
良
い
畑
に
死
者
を
葬
る
と
い
う
事
例
と
同
様

に
、
家
観
念
の
強
調
を
と
く
に
意
図
し
た
習
俗
と
み
な
さ
れ
る

。

死
者
の
埋
葬
(
土
葬
)
が
、
家
々
の
私
有
す
る
畑
に
、
耕
作
を
前
提
に
し
て
行

わ
れ
る
と
い
う
事
柄
は
、

二
つ
の
論
点
を
提
示
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

つ

は

耕
作
と
土
葬
の
歴
史
的
前
後
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
埋
葬
地

点
と
し
て
畑
が
選
ば
れ
る
理
由
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

。

死
者
の
畑
へ
の
土
葬
は
、

そ
の
土
地
が
土
葬
以
前
に
す
で
に
畑
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
す
る
。

耕
作
と
土
葬
の
関
係
は
前
者
が
先
で
あ
る

。

さ
ら
に
、
土
葬
は
自

畑
等
、
個
々
の
家
の
所
有
地
に
行
わ
れ
る
か
ら
、
土
葬
が
慣
行
と
し
て
定
立
す
る

た
め
に
は
、
家
制
度
と
家
々
に
よ
る
安
定
的
な
土
地
私
有
の

二
つ
が
確
立
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

歴
史
的
に
み
て
、
こ
の
よ
う
な
条
件
が

一
般
の
農
民
に
ま

で
行
き
渡
る
の
は
江
戸
時
代
と
考
え
ら
れ
る

。

二
つ
の
地
域
に
お
け
る
土
葬
の
開

始
は
、
江
戸
時
代
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う

。

こ
の
よ
う
な
想
定
は
、
土
葬
以
前
の
葬
法
に
関
す
る
知
見
と
、
土
葬
開
始
の
機

縁
に
関
す
る
検
討
を
必
要
と
す
る

。

土
葬
以
前
の
葬
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の

は
、
火
葬
と
、
柳
田
が
オ
キ

ッ
ス
タ
へ
と
呼
ん
だ

地
上
安
置
型
葬
法
、

お
よ
び
、

畑
以
外
の
土
地
へ
の
土
葬
の

三
つ
で
あ
る

。

南
槍
原
で
は
火
葬
に
関
す
る
情
報
は
提
供
さ
れ
て
い
な
い
が
、
古
宮
地
区

一
帯
、

あ
る
い
は
よ
り
広
い
徳
島
県
域
で
は
、

か
つ
て
「
ボ
タ
焼
」
と
呼
ば
れ
る
火
葬
が

行
わ
れ
て
い
た
。

荒
岡
に
よ
れ
ば

〔
昔
の
火
葬
は
〕
人
里
は
な
れ
た
山
ろ
く
の
台

地
に
穴
を
掘
っ
て
、
部
落

の
人
が
死
体
を
焼
き
に
行
っ
た
の
で
あ
る

。

:
・
家
人
が
一、

二
名
と
議
中
の

五
、
六
名
で
焼
い
た
そ
う
だ
。

:
・
棺
を
横
に
し
て
穴
の
底
に
お
き
、
そ
の
上

に
か
わ
い
た
松
の
薪
を
桟
に
し
て
、
石
油
を
ふ
り
か
け
て
火
を
つ
け
焼
い
た

そ
う
で
あ
る

0

・
:
(
荒
岡
、

一
九
六
三

一
七
三
1

七
四

こ
の
ボ
夕
焼
は
明
治
時
代
以
降
の
習
俗
で
あ
る

。

当
該
地
域
の
火
葬
は
、
こ
の

後
、
明
治
時
代
後
半
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
、

い
く
つ
か
の
集
落
に
小
さ
な
火

葬
場
が
で
き
、

さ
ら
に

一
九
五
0
年
代
以
降
に
地
区
単
位
の
火
葬
場
が
で
き
て
普

及
し
て
い
く

。

明
治
時
代
の
ボ
夕
焼
は
、
こ
の
よ
う
な
火
葬
普
及
の
流
れ
の
端
緒

に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る

。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
は
、
江
戸
時
代
か
そ
れ
以
前

に
こ
の
地
域
で
行
わ
れ
て
い
た
火
葬
の
復
活
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

。

た
だ
、
火
葬
は
土
葬
に
比
べ
て
費
用
が
か
か
る
と
い
う

。

た
と
え
ば
、
火
葬
で

使
用
す
る
薪
は
自
分
持
ち
で
あ
る

(
荒
岡

一
九
六
一
二一
七
三
)。

こ
の
観
点
か
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ら
み
る
と
、
土
葬
以
前
の
時
代
が
火
葬
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
人
々
が

火
葬
を
行
っ
た
と
想
定
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
と
思
わ
れ
る

。

そ
の
時
代
は
、
火

葬
と
、
次
に
述
べ
る
地
上
安
置
型
葬
法
が
混
在
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で

中
のλ
ご
つ
。

地
上
安
置
型
葬
法
に
関
し
て
は
、
論
拠
と
な
る
よ
う
な
資
料
は
な
い
。

し
か
し
、

土
葬
以
外
で
可
能
な
葬
法
は
、
火
葬
を
除
け
ば
こ
れ
以
外
に
は
な
い

。
二
つ
の
地

域
で
の
土
葬
の
あ
る
時
期
か
ら
の
開
始
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
以
前
に
、
山

や
森
、
あ
る
い
は
谷
を
降
り
た

川
岸
な
ど
に
、

そ
の
時
々
に
場
所
を
選
ん
で
、
死

者
を
安
置
し
て
葬
る
慣
行
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

柳
田
は
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
「
海
辺
と
山
中
の
村
と
に
は
、

比
較
的
久
し
く
二
者
〔
土
葬
と
火
葬
の
こ
と
〕
の
必
要
を
聞
か
な
か
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
の
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
、
「
又
少
な
く
も
近
世
の
人
は
そ
れ
〔
「
所
謂
北
叩



山
上
の
露
は
な
る
光
景
」
〕

に
馴
れ
て
居
た

」
と
い
う
(
柳
田

。

。

一
O
二
)。

柳
田
は
こ
こ
で
、
近
世
に
至
っ
て
も

地
上
安
置
型
葬
法
が
行
わ
れ
て

い
た
地
域
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る

。

そ
の
論
拠
が
不
明
な
の
は
残
念
で
あ
る
が
、

本
稿
で
の
推
定
は
柳
田
の
こ
の
論
を
裏
付
け
る
か
も
し
れ
な
い

。

畑
以
外
の
土
地
へ
の
土
葬
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
前
代
に
行
わ
れ
て
い
た
と
し

た
場
合
、
他
者
の
私
有
地
へ
の
埋
葬
は
不
可
能
で
あ
ろ
う

。

し
た
が
っ
て
、

そ
の

場
所
は
山
や
森
な
ど
何
ら
か
の
共
用
地
か
荒
地
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

し
か
し
な

が
ら
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
土
葬
に
は
技
術
的
困
難
が
と
も
な
う

。

そ
の
こ
と

と
、

山
村
と
い
う
地
形
的

制
約
を
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
場
所
に
土
葬
に

適
し
た
土
地
を
想
定
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

か
つ
て
二
つ
の
地
域
で
行
わ
れ
て
い
た
葬
法
が
、
江
戸
時
代
に

一
斉
に
土
葬
に

変
化
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
変
化
の
契
機
は
寺
院
の
関
与
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る

。

江
戸
時
代
に
確
立
し
た
寺
請
け
制
度
が
、
寺
院
に
よ
る
檀
家
の
葬
法
へ

の
介
入
を
う
な
が
し
た
の
で
あ
ろ
う

。

こ
の
場
合
、
江
戸
時
代
に
は
火
葬
と
土
葬

が
と
も
に
み
ら
れ
た
と
い
う
か
ら

木
下

二
O

一
二
)
、
前
代
に
火
葬
葬
法
が

行
わ
れ
て
い
て
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
そ
れ
が
土
葬
に
変

化
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
土
葬
に
積
極
的
な
宗
旨
の
関
与
を
想
起
さ
せ
る

。

南
槍
原
地
区
の
寺
院
は

臨
済
宗
で
あ
り
(
田
中

一
九
七
九

・
一
一
一
O
四
)
、
穴
吹
地
区
一
帯
の
寺
院
は

真

(
穴
吹
町
誌
編
さ
ん
委
員
会

一
九
八
七

一
O
八
0
1

言
宗
で
あ
る

一
O
九
二
)。

こ
れ
ら
の
宗
旨
は
土
葬
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

。

前
代
の
葬
法
が
地
上
安
置
型
葬
法
で
あ
っ
た
場
合
、
寺
院
は
宗
旨
の
別
に
か
か

わ
ら
ず
そ
れ
を
否
定
し
、
新
し
い
葬
法
を
う
な
が
し
た
と
思
わ
れ
る

。

二
つ
の
地

域
で
そ
の
新
し
い
葬
法
が
士
葬
で
あ
っ
た
の
は
、

や
は
り
土
葬
に
指
向
す
る
宗
旨

の
影
響
で
あ
ろ
う
か

。

あ
る
い
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
火
葬
に
費
用
が
か
か
る
点

が
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か

。

い
ず
れ
の
想
定
で
も
、
両
地
域
に
お
け
る
土
葬

の
開
始
年
代
は
、
寺
請
け
制
度
の
実
質

化
が
顕
著
に
な
る
江
戸
時
代
中
期
く
ら
い

に
ま
で
下
が
る
こ
と
に
な
ろ
う

。

上
井
は
半
平
に
お
け
る
土
葬
葬
法
を
、
字
の
旧
家
緒
方
家
を
例
に
と
っ
て
、
中

世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
す
る

一
九
七
九
一

二
八
六
)。

し
か
し
、
(
永

土
井

制
度
が

一
般
農
民
の
聞
に
ま
だ
確
立
せ
ず
、
土
地
の
私
有
制
度
が
安
定
し
て
い
な

い
時
代
に

、

末
端
の
農
民
に
ま
で
同
様
の
葬
法
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
な

お
検
討
の
余

地
が
あ
ろ
う

。

ま
た
、
当
該

地
域
で
中
世
に
土
葬

化
が
推
進
さ
れ
た

と
す
る
な
ら
ば

、

そ
れ
を
担
っ
た
主
体
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
要
と
な
る

。

さ
ら

に
、
土
井
の
こ
の
説
明
は
、
南
檎
原
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

。

二
つ
の
地
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域
の
葬
法
に
み
ら
れ
る
共
通
点
は
、
両
者
を
同
時
に
説
明
す
る
仮
説
を
必
要
と
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

畑
へ
の
土
葬
は
、
土
葬
の
も
つ
技
術
的
困
難
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

。

田
中
が
南
檎
原
で
記
し
た
よ
う
に
(
田
中

一
九
七
九
一
三
一
一
三
二
一
二
)
、
山

村
で
の
土
葬
に
は
冬
季
の
土
壌
の
凍
結
と
い
う
問
題
が
つ
き
ま
と
う

。

田
中
の
報

告
は
、
凍
結
し
た
地
面
を
掘
る
こ
と
が
二

O
世
紀
中
頃
の
時
点
で
も
困
難
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る

。

そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
困
難
は
土
葬
と
い
う
葬
法
に
当
初
か

ら
付
随
し
た
技
術
的
課
題
で
あ
る

。

畑
へ
の
土
葬
は
こ
の
困
難
を
回
避
す
る

。

畑
は
南
面
し
、

そ
の
土
壌
は
冬
季
に

表
層
部
分
が
凍
結
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
連
年
の
耕
作
に
よ
っ
て
こ
な
さ
れ
て

お
り
、

そ
の
掘
り
起
し
は
容
易
で
あ
ろ
う

。

さ
ら
に
、
徳
島
県
の
山
分

一
帯
で
は

毎
年

、

「
夜
ご
な
し
」
あ
る
い
は
「
逆
掘
り
」
と
い
う
集
落
の
共
同
作
業
が
行
わ



れ
た
と
い
う

。

山
間
農
畑
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
急
傾
斜
地
で
あ
る

。

そ
の
た
め
畑
の
表
土

は
自
然
に
低
い
方
に
滑
り
落
ち
る

。

そ
の
肌
土
を
元
に
復
し
て
か
ら
麦
を
ま

く
の
で
あ
る

0

・
:
こ
の
作
業
は
必
ず
夜
間
の
作
業
と
な
る

。

:
・
あ
ら
か
じ
め

順
番
と
日
取
り
が
決
め
ら
れ
る
・

。

昼
間
、
牛
で
す
き
起
し
て
お
い
た
畑
に
、

〔
組
内
の
人
々
が
〕

一
列
横
隊
に
並
ん
で
六
ツ
鍬
を
使

っ

て
山
手
の
ほ
う
へ

土
を
引
き
上
げ
る
の
で
あ
る

。

(
穴
吹
町
誌
編
さ
ん
委
員
会

一
九
八
七

。

こ
の
よ
う
に
不
断
の
手
入
れ
を
さ
れ
た
畑
は
、
ど
ん
な
と
き
で
も
掘
り
や
す
い

-
】
i
vコ
ー
、

4
P
ι

点
、
。

y
t
J
b
tふ
H
N
'
U手
伝
p
u
w

し
た
が
っ
て
、
土
葬
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
技
術
的
困
難
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
畑
な
ど
の
耕
地
を
選
び
そ
こ
に

死
者
を
埋
葬
す
る
こ
と
は
妥
当
な
選
択
で
あ
る

。

そ
し
て
、
前
代
の
葬
法
が
地
上

安
置
型
葬
法
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

そ
の
葬
法
は
寺
院
の
教
化
も
あ
っ
て
倫
理
的
に

も
感
覚
的
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
新
し
い

葬
法
と
し
て
の
土
葬
へ
の
要
請
は
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
畑
の

一
隅
に
死
者
を
葬
す
る
葬
法
を
め
ぐ
っ
て
、
葬
法
の
時

代
的
変
化
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
想
定
が
可
能
で
あ
る

。

こ
の
な
か
で
、

大
」
寺A日

ざ
ま
な
条
件
が
整
合
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
土
葬
の
採
用
と
い
う
仮
説

の
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

な
お
、
畑
へ
の
土
葬
が
土
葬
の
も
つ
技
術
的
困
難
に
対
す
る
回
避
策
だ
と
す
る

な
ら
ば
、
屋
敷
地
や
そ
れ
に
続
く
控
え
地
へ
の
土
葬
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
み

る
こ
と
が
で
き
る

。

屋
敷
地
は
通
常
南
面
す
る
か
ら
、
屋
敷

地
や
そ
の
控
え
地
が

冬
季
に
固
く
凍
結
す
る
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

。

5
)
明
治
時
代
の
墓
地
施
策
と
墓
制
の
変
容

当
該
地
域
一
帯
の
近
代
以
降
の
墓
制
の
変
遷
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う

。

徳

島
県
下
に
は
明
治

三
年
に
、
畑
の
際
へ
の
埋
葬
を
禁

止
す
る
県
庁
〔
当
時
は
名
東

県
〕
の
「
触
れ
」
が
で
て
い
る

。

藤
丸
が
紹
介
す
る
そ
の
内
容
は
、
「
自
分
の
控

え
の
良
回
を

墓
地
に
す
る
農
民
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
村
内
の
寺
院
や

三
昧
と
呼
ぶ

場
所
に
埋
葬
す
べ
き
で
あ
る

。

近
隣
の
村
に
三
昧
が
な
け
れ
ば
、
耕
作
に
障
り
の

な
い
場
所
を
合
葬
場
に
す
る
こ
と
を
願
い
出
よ
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る

(
藤
丸

一
九
七
九
一
四

O
)。

こ
の
触
れ
が
、
当
時
の
県
下
の
葬
墓
制
の

実
態
を
ど
の
程
度
踏
ま
え
て
い
た
の

か
は
わ
か
ら
な
い

。

触
れ
で
「
合
葬
場
」
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た

三
昧
は
、
共
同
利

用
の
追
葬
墓
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
触
れ
の
以
前
に
、

a
A
T
 

ヮ
“

キ
タ
ガ
タ
の
多
く
の
地
域
で
、

三
味
の
よ
う
な
共
同
葬
地
が
ど
の
程
度
み
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か

。
『
一
宇
村
史
」
(
つ
る
ぎ
町
)
は
、
村
内
に
は
江
戸
時
代
か
ら
あ

る
旧
共
有
墓
地
と
明
治
に
な

っ
て
つ
く
ら
れ
た
共
有
墓
地
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う

(
一
宇
村
史
編
纂
委
員
会

一
九
七
二
一
一
一
一

四
)。

し
か
し
、
多
く
の
市
町
村

史
誌
は
、
明
治
時
代
に
設
置
さ
れ
た
共
同
墓
地
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
み

え
る

。

禁
棺
葬
を
行
う
土
地
で
は
、
埋

葬
地
点
は
饗
棺
に
よ
っ
て
半
永
久
的
に
占

有
さ
れ
る
か
ら
、
共
同
利
用
の
追
葬
墓
は
そ
の
維
持
が
む
ず
か
し
い
と
思
わ
れ
る

。

『木
屋
平
村
史
』
は
「
明
治
に
な
っ
て
法
令
に
よ
っ
て
勝
手
に
今
ま
で
の
よ
う

に
埋
葬
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
共
同
墓
地
が
で
き
た

0

・
:

共
同
墓
地
の
中

に
は
各
家
の
墓
所
を
坪
数
で
区
画
し
て
購
入
し
て
い
る
部
落
と
、
別
に
何
ら
区
画

な
く
、
あ
い
て
い
る
都
合
の
よ
い
場
所
へ
勝
手
に
墓
を
造
る
こ
と
の
で
き
る

二
通

り
が
あ
る
」
と
い
う
(
三
木

一
九
七

一
一
六
四
八
)。



こ
の
記
述
は
、
明
治
時
代
の
新
し
い
墓
地
施
策
に
応
じ
て
全
国
各
地
に
設
け
ら

れ
た
共
同
墓
地
の
形
態
に
、
あ
る
種
の
共
通
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

南
婚
原
で
も
、
明
治
時
代
以
降
に
設
置
さ
れ
た
共
同
墓
地
は
、

は
じ
め
か
ら

家
ご
と
に
区
画
さ
れ
た
追
葬
墓
の
形
式
を
も
つ
も
の
と
、
家
ご
と
の
区
画
を
も
た

ず
に
共
同
利
用
の
追
葬
墓
の
形
式
を
と
る
も
の
と
の

二
つ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

ヲ
匂。

そ
し
て
南
檎
原
で
は
、
ど
ち
ら
の
形
式
を
と
っ
て
も
共
同
墓
地
は
継
続
し
、
独

自
の
発
展
を
み
る
こ
と
が
で
き
た

。

饗
棺
葬
を
行
う

徳
島
で
は

い
ず
れ
の
形
態

の
共
同
墓
地
も
す
ぐ
に
埋
葬
区
画
が
ふ
さ
が
れ
て
飽
和
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う

。

阿

波
市
市
場
町
の
報
告
が
「
火
葬
に
な
り
か
け
た
の
は
明
治

三
O
年
位
か
ら
で
あ
る

。

そ
の
わ
け
は
墓
地
が
つ
か
え
て
し
ま
い
場
所
に
困
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
と

言
つ

て
い
る
」
と
記
す
の
は

(
徳
島
県
教
育
委
員
会

一
九
九
七
一

一一
ゴ
コ
二
、
こ
の

聞
の
事
情
を
物
語
る
率
直
な
説
明
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る

。

固
有
の
葬
法
を
否
定
す
る
明
治
時
代
の
新
し
い
墓
地
施
策
に
よ
っ
て
、
徳
島
で

も
徐
々
に
、
各
地
に
共
同
墓
地
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た

。

し
か
し
、

そ
の
共
同
墓

地
は
当
地
の
葬
法
の
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い

。

お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、

右
の
市
場
町
の
報
告
が
い
う
よ
う
に
、
当
地
で
は
火
葬
が
徐
々
に
普
及
し
て
い
く

の
で
あ
ろ
う

。

同
時
に
、
個
別
の
墓
を
統
合
し
て

一
つ
に
ま
と
め
る
ハ
カ
ヨ
セ
が
、
家
々
の
問

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る

。

上
板
町
で
は
「
累
代
墓
(
又
は
寄
せ
墓
)

は
大
正
四

ー
五
年
頃
か
ら
始
ま
っ
て
近
頃
と
み
に
多
く
な
っ
た

」
と
い
う
(
前

川

九
八

一
四
)。

藤
丸
も
、
火
葬
の
導
入
に
よ
っ
て
累
代
墓
が
形
成
さ
れ

「
徳
島
県
内
の
山
分
集
落
で
は
昭
和
に
な

っ
て
か
ら
」
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
す
る

(
藤
丸

一
九
七
九
一
四

O
j

四
二

。

こ
れ
は
、
上
井
が
「
家
単
位
に

新
し
く
石
塔
を

一
基
た
て
、
:
・
下
部
に
大
き
な
納
骨
室
を
持
つ
型
」
(
上
井

一
九
七
九
一

二
七
二

と
述
べ
た
も
の
で
、
寄
せ
墓
、
累
代
墓
、
骨
堂
墓
な
ど
と

も
呼
ば
れ
る
、
石
塔
付
き
家

墓
で
あ
る

。

右
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
過
程
は
大
正

時
代
く
ら
い
か
ら
徐
々
に
進
展
し
、
「
数
年
前
か
ら
の
傾
向
」
と
い
う
半
平
で
も
、

「
今
後
は
こ
の
形
態
が
こ
の
地
方
で

一
般
的
な
姿
に
な
る
と
思
わ
れ
る

」
と
さ
れ

る

(
上
井

一
九
七
九
一

二
七
二

。

以
上
の
葬
法
と
墓
制
の
変
化
の
概
観
は
、
徳
島
の
ご
の

一
帯
に
両
墓
制
の
成
り

立
つ
余
地
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

。

畑
の

一
隅
に
死
者
を
葬
す
る
固
有
葬
法

で
は
、
石
塔
は
ほ
と
ん
ど
建
て
ら
れ
な
い

。

建
て
ら
れ
た
場
合
で
も
、

そ
れ
は
埋

葬
地
点
上
の
石
の
設
え
の
上
に
設
置
さ
れ
る

。

つ
る
ぎ
町
貞
光
地
区
の
報
告
で
「
土

Fh
u
 

ヮ
“

葬
の
場
合
は
、

文
は
オ
ケ
を
使
用
し
た

。

カ
メ
は
僻
を
建
て
て
も
傾
か
な

カ
メ

い
の
で

オ
ケ
よ
り
も
良
い
と
さ
れ
た

」
と
い
う
の
は

九
八

前
JII 

二
三
一
)
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る

。

石
塔
が
別
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る

。
こ
の
固
有
葬
法
は
、
新
し
い
時
代
を
迎
え
て
、
火
葬
を
前
提
に
累
代
墓
な
ど
の

単
一
の
家
墓
の
築
造
へ
と
向
か
っ
た

。

固
有
葬
法
が
含
有
し
て
い
た
墓
と
家
墓
の

観
念
が
、
共
同
墓
地
を
飛
び
越
え
て
、
別
の
形
の
家
墓
へ
と
進
展
し
た
の
で
あ
る

。

そ
れ
は
、
上
井
の
い
う
散
在
す
る
家
墓
が
、
家
単
位
に

一
つ
の
家
墓
に
ま
と
め
ら

れ
る
過
程
で
あ
る

。

南
槍
原
で
は
、
新
し
い
時
代
の
墓
地
施
策
は
、
設
置
さ
れ
た
共
同
墓
地
の
維
持

管
理
を
め
ぐ
っ
て
、
集
落
に
墓

制
に
関
す
る
共
同
性
を
醸
成
し
て
い
っ
た

。

そ
の

共
同
性
は
、
集
落
ご
と
に
石
塔
建
立
に
関
す
る
選
択
肢
を
う
み
だ
し
、
多
様
な
墓



制
の
創
出
を
う
な
が
し
た

。

徳
島
の
こ
の

一
帯
で
は
、
新
し
い
墓
地
施
策
に
よ
る

共
同
墓
地
は
、
埋
葬
の
技
術
的
特
質
か
ら
十
分
に
機
能
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
共
同
墓
地
の
維
持
管
理
を
め
ぐ
る
集
落
の
共
同
性
も
十
分
に
形
成
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

こ
こ
で
は
、
固
有
葬
法
に
表
出
さ
れ
た
家

観
念
は
、
墓
制
を
め
ぐ
る
集
落
の
共
同
意
志
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
新
た
な
墓

制
を
創
出
す
る
の
で
は
な
く
、
火
葬
の
普
及
を
後
押
し
し
つ
つ
、
直
裁
に
石
塔
付

き
家
墓
の
形
成
を
導
い
た
の
で
あ
る

。

そ
し
て
こ
の
過
程
は
、
地
域
に
よ
る
遅
速

の
差
は
あ
っ
て
も
、
個
々
の
家
ご
と
の
選
択
に
依
拠
し
て
進
ん
で
い
る

。

な
お
、
募
制
を
め
ぐ
る
集
落
の
共
同
性
は
、
固
有
葬
法
の
段
階
で
は
ど
ち
ら
の

地
域
に
も
顕
著
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た

。

両
地
域
で
、
葬
法
と
墓
制
は
個
々
の
家

の
管
轄
事
項
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

。

し
た
が
っ
て
、
寺
請
け
制
度
を
通
じ
た

集
落
寺
院
の
教
化
活
動
は
、

そ
れ
が
行
わ
れ
た
場
合
、
有
効
に
機
能
し
た
よ
う
に

思
わ
れ
る

。

近
畿
地
方
中
央
部
の
い
く
つ
か
の
集
落
で
は
、
墓
制
に
関
す
る
集
落

の
共
同
意
志
は
、
葬
送
儀
礼
へ
の
寺
院
の
干
渉
を
許
さ
な
い
ほ
ど
強
い
も
の
が
み

ら
れ
た
。

荷
檎
原
や
徳
島
の
こ
の

一
帯
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
に
く
い

。

両
地
域
で
か
つ
て
地
上
安
置
型
葬
法
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
寺
院
は

葬
送
儀
礼
を
通
じ
て
個
々
の
家
々
に
そ
の
改
変
を
指
導
す
る

こ
と
が
で
き
た

で
あ

ろ
う

。
四

結
論

二
つ
の
地
域
に
近
代
以
前
か

ら
続
く
在
来
の
葬
法
(
固
有
葬
法
)

は
、
白
畑
等

の

一
隅
に
死
者
を
葬
す
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る

。

そ
の
共
通
性
は
、
歴
史
上
の

あ
る
時
点
で
土
葬
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
際
に
、
土
葬
に
と
も
な
う

技
術
的
困
難
を
回
避
す
る
た
め
に
、
畑
等
が
葬
地
と
し
て
選
択
さ
れ
た
こ
と
の
結

果
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

。

一
方
、
両
地
域
の
固
有
葬
法
に
み
ら
れ
る
技
術
的

差
異
は
、

二
つ
の
地
域
に
異
な
る
葬
法
な
い
し
墓
制
を
導
い
た

。

さ
ら
に
こ
の
差

異
は
、
明
治
時
代
の
新
し
い
墓

地
施
策
の
も
と
で
共
同

墓
地
の
あ
り
方
に
違
い
を

も
た
ら
し
、
新
た
に
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
墓
制
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
は

ぐ
く
ん
だ

。

在
来
の
葬
送
・
墓
制
が
含
む
諸
要
素
の
相
同
と

差
異
は
、
内
外
の
諸

要
素
の
影
響
を
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
取
り
込
み
な
が
ら
、

二
つ
の
地
域
で
異
な

る
葬
墓
制
と
し
て
結
実
し
つ
つ
あ
る

。

本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
柳
田
は
、
「
今
も
南
九
州
や
関
東
奥
羽
の
山
村
の
、

屋
敷
に
接
し
た
控
え
地
の
片
隅
な
ど
に
、
前
々
か
ら
の
葬
地
が
残
っ
て
居
る
」
と

p
h
v
 

n・

4

述
べ

一
九
九
八
a

一
五

一
O
)、
こ
こ
で
論
じ
た
在
来
の
葬
法
と
同
様

柳
田

の
葬
法
が
各
地
の
山
村
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

。

柳
田
自
身
は
、
こ

の
葬
法
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
徐
々
に
す
た
れ
て
き
た
と
み
て
い
た
よ
う
だ
が

(
柳
田

二
O
O

一
一
九
八
、
加
藤

二
O

三
一
・
五
六
1

五
九

そ
の
こ
と
の

評
価
は
別
と
し
て
、
本

稿
で
扱
っ
た
二
地
域
を
含
む
日
本
周
辺
域
の

山
村
に
固
有

の
こ
の
葬
法
の
特
色
は
、
葬
法
な
い
し
墓
制
が
個
々
の
家
々
の
管
轄
事
項
と
な
っ

て
お
り
、
墓
制
に
関
す
る
集
落
の
共
同
性
が
十
分
に
発
達
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
家
の
死
者
の
自
家
の
土
地
へ
の
葬
送
に
よ
っ
て
家
観
念
が

表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
点
に
あ
る

。

こ
の
特
色
は
、

い
わ
ゆ
る
両
墓
制
が
発
達
し
た
近
畿
地
方
中
央
部
の
集
落
が
も

つ
墓
制
に
関
す
る
固
有
の
特
徴
と
は
異
な
っ
て
い
る

。

近
畿
の
集
落
の

一
部
で
は
、

三
味
な
ど
と
呼
ば
れ
る
共
同
墓
(
共
同
利
用
の
追
葬
墓
)

の
慣
行
が
確
立
し
、
そ



こ
に
表
出
さ
れ
た
集
落
の
共
同
性
は
、
墓
制
に
関
す
る
強
い
規
制
力
を
も
っ
て
い

た
。

こ
の
規
制
力
は
外
来
の
仏
教
的
石
塔
建
立
を
集
落
の
共
同
性
の
外
側
に
排
除

す
る
ほ
ど
の
力
を
も
っ
と
と
も
に
、
集
落
の
家
々
の
個
々
の
死
者
の
個
別
性
を
共

同
墓
の
共
同
性
の
な
か
に
溶
け
込
ま
せ
、
消
失
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た

。

別
の
言

い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
共
同
墓
に
表
出
さ
れ
た
集
落
の
共
同
性
の
も
と
で
は
、
個
々

の
家
は
、
自
家
の
死
者
を
自
家
の
先
祖
と
し
て
家
系
に
定
位
す
る
た
め
の
、
根
拠

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る

。

家
々
が
高
持
ち
百
姓
と
し
て
自
立
し
、
家
観
念
が
成
熟
し
て
自
家
の
死
者
を
自

家
の
家
系
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
と
き
、

そ
の
志
向
は
、
集
落
の
共
同

体
規
制
の
ゆ
え
に
共
同
墓
で
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

。

家
々
は
、
別
の

場
所
に
自
家
の
石
塔
を
建
立
し
、

そ
ご
に
死
者
の
戒
名
等
を
刻
ん
で
、
自
家
の
死

者
の
先
祖
と
し
て
の
囲
い
込
み
を
行
っ
た

。

こ
の
こ
と
に
は
寺
院
の
働
き
か
け
が

大
き
く
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
て
こ
れ
ら
の
集
落
で
は
、
石
塔
と

い
う
表
象
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
家
観
念
が
制
度
的
に
表
出
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た

。

も
ち
ろ
ん
、
石
塔
は
追
善
供
養
塔
で
あ
り
、
亡
く
な
っ
た
家
族

へ
の
哀
悼
の
念
や
逆
修
へ
の
志
向
等
が
そ
の
建
立
を
う
な
が
し
た
こ
と
は
間
違
い

が
な
い
。

し
か
し
、
石
塔
建
立
の
動
因
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る

。

こ
こ
で
の
寺
院
の
働
き
か
け
は
、
死
者
の
追
善
供
養
を
丁
重
に
行
う
こ
と
を
通

し
て
、
仏
教
信
仰
に
人
々
を
導
ご
う
と
す
る
教
化
活
動
の

一
つ
で
あ
っ
た
ろ
う

。

石
塔
区
画
が
寺
域
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
も
、

そ
れ
が
住
民
を
自
ら
の
信

仰
に
よ
り
強
く
囲
い
込
も
う
と
す
る
、
寺
院
の
働
き
か
け
の

一
つ
だ
か
ら
で
あ
ろ

ぅ
。

高
持
ち
百
姓
は
、
寺
院
の
そ
の
教

化
活
動
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
あ
る
い
は
そ

れ
を
利
用
し
な
が
ら
、
自
ら
の
自
立
を
社
会
的
に
表
出
す
る
場
を
石
塔
に
求
め
た

の
で
あ
る

。

同
時
に
彼
ら
は
、
集
落
の

一
員
と
し
て
集
落
の
共
同
性
そ
の
も
の
の
維
持
に
か

か
わ
っ
た
。

石
塔
群
が
寺
域
に
な
く
、
集
落
の

一
画
に
整
然
と
し
て
区
画
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
事
例
は
、
集
落
の
共
同
性
を
石
塔
群
に
も
お
よ
ぼ
し
、

そ
れ
を
管
理

し
よ
う
と
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る

。

そ
の
区
画
は
、
あ
る
意
味
で
こ
の

よ
う
な
集
落
の
あ
り
方
の
象
徴
的
表
現
で
あ
る

。

そ
こ
に
は
、
石
塔
を
建
立
し
て

み
ず
か
ら
の
自
立
を
主
張
す
る
家
々
を
、
集
落
の
共
同
性
が
囲
い
込
む
と
い
う
図

式
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

墓
の
最
小
限
の
定
義
で
は
、
こ
の
よ
う
に

一
定
区
画
に
囲
い
込
ま
れ
た
石
塔
群

を
墓
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い

。

そ
こ
に
墓
制
に
関
す
る
集
落
の
共
同

し
か
し
、
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意
志
を
み
る
な
ら
ば
、
墓
の
最
小
限
の
定
義
に
は
拡
張
が
必
要
で
あ
ろ
う

。

た
だ

し
こ
の
点
は
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
別
に
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
墓
制
に
関
す
る
集
落
の
共
同
性
の
あ
り
方
が
、
葬

送
・

墓
制
に
対
す
る

家
観
念
の
発
現
形
態
を
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る

。

そ

の
共
同
性
が
強
い
場
合
、
共
同
墓
が
維
持
さ
れ
、
死
者
の
追

善
供
養
あ
る
い
は
家

観
念
の
表
出
の
た
め
に
、
寺
城
や
固
有
の
土
地
区
画
な
ど
の
別
の
場
所
に
、
石
塔

な
ど
の
表
象
が
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

。

そ
の
共
同
性
が
弱
い
場
合
、
家
観
念

は
そ
れ
を
直
裁
に
表
出
す
る
家
墓
の
築
造
に
結
び
つ
き

、

死
者
の
追
善
供
養
あ
る

い
は
家
観
念
の
表
出
の
た
め
に
、

さ
ら
に
石
塔
が
そ
こ
に
付
置
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
山
村
の
場
合
も
そ
の
共
同
性
は
弱
い
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
土
葬
の
抱
え
る
技

術
的
困
難
等
に
由
来
し
て
、
家
墓
形
成
へ
の
指
向
は
み
ら
れ
ず
、
家
観
念
は
白
畑



へ
の
単
独
葬
と
い
う
形
で
表
出
さ
れ
る

。

そ
し
て
、
死
者
の
追
善
供
養
あ
る
い
は

家
観
念
の
表
出
の
た
め
に
、
葬
送
地
点
な
い
し
そ
の
近
く
に
石
塔
が
建
立
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る

。

な
お
、

い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
石
塔
の
建
立
に
は
家
々
の
経
済
的

余
裕
が
か
か
わ
る
の
で
あ
ろ
う

。

近
世
以
降
の
葬
墓
制
に
関
す
る
以
上
の

三
つ
の
ス
キ
l

ム
の
う
ち
、
第

二
番
目

の
も
の
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
論
じ
て
い
な
い

。

こ
の
ス
キ
l

ム
は
、
柳
田
の
い

う
「
新
し
い
都
市
、
又
は
人
口
の
日
に
加
は
る
べ
き
生
産
地
」
で
始
ま
っ
た
、
「
始

め
か
ら
共
同
の
埋
葬
地
を
区
劃
せ
ず
、
個
々
の
廟
所
を
以
て
直
接
に
収
蔵
の
用
に

宛
て
た
」
墓
制
(
柳
田

一
九
九
八
b

一

一
O
五
)
に
相
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
都
市
が
農
村
部
ほ
ど
の
強
い
共
同
体
規
制
を
も
た
な
い
こ
と
は
我
々
の
経
験
す

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
農
村
部
の
集
落
で
も
新
し
い
分
家
や
移
住
者
な
ど
に
共
同
体

規
制
が
お
よ
ば
な
い
こ
と
は
、
柳
田
自
身
が
故
郷
の
三
味
の
例
を
用
い
て
記
し
て

る

柳
田

二
O
O

一
一
九
七
)。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
近
現
代
の
こ
と
で
あ

る
が
、

そ
れ
は
都
市
が
勃
興
し
、

ま
た
各
地
で
新
田
開
発
が
盛
ん
と
な
っ
た
江
戸

時
代
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う

。

柳
田
に
よ
れ
ば
、
江
戸
幕
府
の
施
策
と
し
て
江
戸
市
中
な
ど
都
市
部
に
寺
院
が

設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
葬
地
が
付
置
さ
れ
た

。

そ
の
葬
地
に
は
石
碑
が
建
立
さ
れ
、

家
々
の
廟
所
が
形
成
さ
れ
た

柳
田

一
九
九
八
a

五
一
二

。

都
市
に
お
け

る
石
塔
付
き
家
墓
形
成
の
事
例
で
あ
る

。

新
田
開
発
村
で
は
、
新
し
い
集
落
の
共

向
性
が
醸
成
さ
れ
る
以
前
に
、
個
々
の
入
植
家
ご
と
に

墓
を
必
要
と
す
る
事
態
が

生
じ
得
ょ
う
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
家
墓
の
形
成
が
自
然
に
進
め
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
原
町
田
の
陸

川
老
が
墓
を
設
け
て
土
地
に
根

付
き
、
新
た
な
御
先
祖
に
な
ろ
う
と
し
た
こ
と

(
柳
田

一
九
九
八
b

一

一
六
1

七

と
同
じ
歴
史
過
程
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

。

本
稿
で
私
は
、
畑
の

一
隅
に
死
者
を
葬
る
習
俗
を
め
ぐ
っ
て

二
つ
の
事
例
に
検

討
を
加
え

一
定
の
仮
説
を
提
示
す
る
と
と
も
に

ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
点
か

ら
の
葬
送

・

墓
制
史
の
理
解
を
試
み
た

。

近
世
以
降
近
代
に
至
る
葬
送

・

墓
制
史

は
、
こ
の
時
代
に
特
有
の
家
観
念
形
成
の
動
き
が
、
墓
制
領
域
に
お
よ
ん
だ
も
の

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

民
俗
と
し
て
の
墓
制
の
多
様
性
は
、
集
落
の
共
同

性
の
特
質
や
地
理
的
・
地
形
的
特
徴
、
国
の
施
策
な
ど
が
、
こ
の
動
き
に
影
響
を

与
え
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る

(二
O

一
二
・

一
0

・

二
O
)。

キ
+
品

=
=
闘
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(
1
)
ご
の
変
化
を
結
果
か
ら
逆
に
眺
め
る
な
ら
ば
、
「
墓
所
が
又

一
つ
の
屋
外
の
祭
場

で
あ
っ
て
:
・
」
(
柳
田
一
九
九
八
b
-

一
O
四
)
と
い
う
立
論
が
導
か
れ
る

。

墓

所
の
姿
は
、
「
も
と
は
荒
忌
の
み
た
ま
を
別
に
祭
ら
う
と
す
る
、
先
祖
の
神
に
対
す

る
心
づ
か
ひ
か
ら
、
考
え
出
さ
れ
た
隔
離

」
(
柳
田

一
九
九
八
b

一

一
O
四
)
、
す

な
わ
ち

「礼
拝
所
」
で
あ
っ

た
と
い
う
の
が
柳
田
の
考
え
で
あ
る

。

(
2
)本
稿
の
内
容
の

一
部
は
、
二
O

一
二
年
四
月
二
二
日
の
岡
山
民
俗

学
会
年
会
の
講

演
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る

。

当
日
ご
教
示
を
い
た
、
た
い
た
会
員
諸
氏
に
感
謝
し
た

(
3
)事
例
刊
、
日
の
数
馬
の
共
同
墓
地
の
設
置
年
代
は
、
宮
本
と
栗
山
の
記
述
に
も
と

づ
く
(
宮
本
、
栗
山

一
九
六
九
・
五

二
二
。

(
4
)岡
山
民
俗
学
会
の
難
波
俊
成
氏
に
よ
る
と
、
埋
葬
地
点
の
真
上
に
石
塔
を
建
て
る

場
合
は
、
そ
の
場
所
に
石
柱
を

二
本
、
横
に
並
行
に
渡
し
て
、
そ
の
上
に
石
塔
を
組

む
と
い
う
。

氏
の
家
の
古
い
墓
は
、
石
柱
で
は
な
く
栗
の
丸
太
を

二
本
渡
し
た
上
に



石
塔
を
組
ん
で
い
た
の
で
、
長
い
間
に
石
塔
が
傾
き
、
近
年
、
石
柱
に
変
え
る
工
事

を
し
た
と
い
う

。

こ
の
技
術
は
単
純
で
合
埋
的
な
の
で
、
か
な
り
以
前
か
ら
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

。

た
だ
し
、
埋
葬
地
点
が
畑
の
場
合
、
こ
の
技
術
を
用

い
て
も
石
塔
の
安
定
し
た
建
立
は
む
ず
か
し
い
と
思
わ
れ
る

。

(
5
)た
だ
し
、
た
と
え
ば
民
俗
地
図
で
棺
桶
(
木
棺
)
使
用
と
さ
れ
て
い
る
木
屋
平
村

や
上
板
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
史
、
町
史
で
饗
棺
も
用
い
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る

一
一
一
二

、
上
板
町
史
編
纂
委
員
会

(三
木

一
九
七

一

六

二
ハ
)。

由
設
棺
併
用
地
帯
の
範
囲
は
こ
の
分
布
地
図
よ
り
も
広
い
と
考
え
ら
れ
る

。

(
6
)表
2

で
、
墓
の
筆
数
と
墓
内
に
墓
域
を
も
っ
墓
の
筆
数
が
異
な
る
の
は
、
種
別
が

「
墓
」
で
あ
っ
て
も

実
際
に
死
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
な
い
土
地
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る

。

な
お
、
上
井
は
個
々
の
家
の
宅
地
に
墓
域
を
も
つ
も
の
が
六
例
あ
る
と
し

て
い
る
が
(
上
井

一
九
七
九
・

二
七
八
)
、
上
井
の

一
覧
表
か
ら
は
七
例
が
み
い

だ
さ
れ
る

。

ま
た
、
上
井
の

一
覧
表
中
、
四
番
の
家
の
五
O

一
番
地
の
畑
に
墓
域
面

積
の
記
載
が
な
い

。

上
井
の
示
し
た
分
布
図
を
み
る
と
、
犯
番
の
家
の
あ
る
宅
地

(
五O
O
番
地
)
の
隣
接
区
画
に
、
犯
番
と

-記
さ
れ
た
墓
が
二
つ
記
さ
れ
て
い
る

。

お
そ
ら
く
、
こ
の
土
地
が
五

O

一
番
地
の
畑
で
あ
ろ
う

。

上
井
の

一
覧
表
に
当
該
畑

の
墓
域
面
積
の
記
載
が
な
い
の
は
誤
植
と
思
わ
れ
る

。

表
2

で
は
こ
の

畑
も
墓
域
を

も
つ
も
の
に
含
め
て
示
し
て
い
る
。

(
7
)美
馬
市
に
隣
接
す
る
吉
野

川
市
鴨
島
町
の
報
告
で
は
、
「
(
鴨
'
崎
町
の
墓
は
)
従
来

は
単
墓
、
ヒ
ト
ツ
パ
カ
と
呼
ば
れ
る

。

ま
れ
に
夫
婦
墓
も
あ
る
」
と
い
う
(
前
川

一
九
八
四
・

一
九
五
)。

「
単
墓
」
の
読
み
方
が
ヒト
ツ
パ
カ
な

の
で
あ
ろ
う

。

ま
た
、

キ
タ
ガ
タ
の
上
板
町
の
報
告
は
「
ひ
と
つ
墓
(
単
独
墓
)
夫
婦
墓
は
以
前
か
ら
あ
り
、

累
代
墓
(
又
は
寄
せ
墓
)
は
大
正
四

1

五
年
頃
か
ら
始
ま
っ
て
近
頃
と
み
に
多
く
な

っ
た
」
と
-記
し
て
い
る
(
前
川

一
九
八

一
・

一
一
四
)。

こ
の
こ
と
ば
の
報
告
例

は
多
く
な
い
が
、

一
帯
で
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る

。

な
お
、
夫
婦
墓
(
「ミ

一
九
八
五

ヨ
ウ

ト
パ
カ

」
)
は
、
「
夫
婦
を
土
葬
の
時
並
べ
て
埋
め
そ
の
上
の

一
つ
の
墓
碑
に

二

人
の
戒
名
を
な
ら
べ
て
記
し
て
建
て
て
あ
る
墓
」
を
い
う
(
荒
岡

一
二
一
一)。

(
8
)柳
田
は
、

『先
祖
の
話
』
で
も

「都
市
が
勃
興
し
人
の
往
来
の
多
く
な
っ
た
の
は
、

三
百
年
以
上
の
昔
か
ら
で
あ
る
が
・
・
・
そ
れ
か
ら
以
後
で
も
空地
の
ま
だ
多
い
田

舎
だ

け
は
、
・
・
人
の
あ
ま
り
行
か
な
い
山
の
奥
や
野
の
末
に
、
た
だ
送
っ
て
置
い
て
来
れ

ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
(
柳
田

一
二
九
)
、
こ
の
議

論
を
保
持
し
て
い
る

。

一
九
六

一
九
九
八

b
-

(
9
)キ
タ
ガ
タ
全
体
で
は
真

言
宗
寺
院
が
多
く
を
占
め
る
が
、
浄
土
真
宗
寺
院
も
み
い

だ
さ
れ
る
。
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下
光
生

二
O

一
二
「
近
世
の
葬
送
と
募
制
」
勝
田
至
編

「日
本
葬
制
史

』
吉
川
弘

文
館

一
九
九
六

『改
訂
木
屋
平
村
史
」
木
屋
平
村

一
九
九
八

「
葬
式
儀
礼
」
徳
島
県
文
化
振
興
財
団
民

俗
文
化
財
集
編
集
委

員
会

「神
山
の
民
俗
』
徳
島
県
文
化
振
興
財
団

津
田
順
子

二
O
O
九
「
葬
送
儀
礼
」
徳
島
県
文
化
振
興
財
団

『日
開
谷
川
流
域
の
民
俗

』

徳
島
県
文
化
振
興
財
団

田
中
正
明

一
九
七
九

(
一
九
七
三
)
「
東
京
都
伶
原
村
南
槍
原
の
両
墓

制
」
最
上
孝
敏

編

『葬
送
墓

制
研
究
集
成
第
四
巻
墓
の
民
俗

』
名
著
出
版

田
中
正
明

一
九
八
七

「山
梨
県
上
野
原
町
西
原
の
両
墓
制

」
『日
本
民
俗
学
』
一
六
九

徳
島
県
教
育
委
員
会

一
九
七
九

『徳
島
県
民
俗
地
図

』
徳
島
県
教
育
委
員
会
刊

徳
島
県
教
育
委
員
会

一
九
九
七
(

一
九
六
五
)
「
徳
島
県
文
化
財
調
査
報
告
集
第

8

集

阿
波
の
民
俗

」
大
島
暁
雄
、
松
崎
憲
三
、
宮
本
袈
裟
雄
、
森
本
嘉
訓

「日
本

木
屋
平
村
史
編
纂
委
員
会

津
田
順
子

民
俗
調
査
報
告
書
集
成

徳
島
文
理
大
学
比
較
文
化
研
究
所
年
報
編
集
委
員
会

四
国
の
民
俗

徳
島
県
編
』
一三

書
房

一
九
八
九

『井
川
の
民
俗
」
同

委
員
会
刊

一
九
七
六

『鴫
門
市
史

一
九
八
八

『鳴
門
市
史

二
松
学
金
口
大
学
附
属
高
等
学
校
社
会
科
研
究
部

嶋
門
市
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編
纂
委
員
会

鳴
門
市
史
編
纂
委
員
会

上
巻
」
嶋
門
市

下
巻
』
鳴
門
市

一
九
八

三
「
東
京
都
檎
原
村
人
里
の

民
俗
』
岡
部
刊

浜
中
銀
之
助

一
九
九
二

(
一
九
七
四
)
「桧
原
村
上
川
苔
の
両
募
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」
『復
刻
版

原
村
史
研
究

一
』
槍
原
村
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編
纂
委
員
会

一
九
七
九

「
徳
島
県
の
葬
送
・
墓
制
」
市
原
輝
士
、
藤
丸

昭
、
森
正
史
、

藤
丸
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川
富
子

阪
本
正
夫

『四
国
の
葬
送
・
墓
制

」
明
玄
書
房

「
上
板
町
の
葬
送
に
つ
い
て
」
『郷
土
研
究
発
表
会
紀
要
幻

九
八

前
川
富
子

合
学
術
報
告

上
板
町
」
阿
波
学
会

一
九
八
二

「
貞
光町
の
葬
送
に
つ
い
て
」
『郷
土
研
究
発
表
会
紀
要
部

貞
光
町
」
阿
波
学
会

総

合
学
術
報
告

一
九
八
四

「鴨
島
町
の
葬
法
」

『郷
土
研
究
発
表
会
紀
要
叩

告
鴨
島

町
」
阿
波
学
会

前
田
俊

一
郎

二
O

一
O

『墓
制
の
民
俗
学
死
者
儀

礼
の
近
代
」
岩
田
書
院

桝
田

一
二
一

九
六
九
「
集
落

・

人
口
」
桝
田

一
二
、
大
村
肇
、
福
宿
光

一
、
石
井
有

三
郎

「秋
川
流
域
の
人
文
地
理
」
『西
多
摩
文
化
財
総
合
調
査
報

告
第
3

分
間
』

東
京
都
教
育
委
員
会『木

屋
平
村
史
』
木
屋
平
村

宮
本
馨
太
郎
、
栗

山
欣
也

一
九
六
九

「
秋川
流
域
の
民
俗
」
『西
多
摩
文
化
財
総
合
調

査
報
告
第
3

分
冊
』
東
京
都
教
育
委
員
会

一
九
五

一
『
民
俗
撃
僻
典

』
東
京
堂

(
一
九
三
こ

「明
治
大
正
史
世
相
篇
」

『柳
田
園
男

全
集
」

前
川
富
子

三
木
寛
人

民
俗
等
研
究
所

柳
田
国
男

柳
田
国
男

柳
田
国
男

槍総

総
合
学
術
報

九
七

一
九
九
八
a
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第
五
巻

筑
摩
書
房

一
九
九
八

b
(

一
九
四
六
)
「
先
祖
の
話
」
『柳
田
園
男
全
集

』
第

一
五
巻

筑
摩
書
房

。
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(
一
九
二
九
)
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て

」
「柳
田
園
男
全
集

』

第
二
八
巻

筑
摩
書
房


