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］

　本
稿
は
、
葬
儀
用
品
問
屋
を
営
ん
で
き
た
あ
る
人
物
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
、
問
屋
業
が
成
　
　
　
　
こ
と
は
、
現
代
の
葬
送
儀
礼
の
理
解
の
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
と
考
え
る
。
そ
の
際
、
方
法
的
に
は

立
し
、
葬
儀
に
関
わ
る
業
務
が
次
第
に
産
業
化
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
　
　
　
　
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
手
法
を
取
り
上
げ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
都
市
に
住
み
な
が
ら
地
域
を

す
る
。
こ
の
人
物
は
問
屋
と
し
て
、
戦
後
の
葬
儀
産
業
形
成
に
お
い
て
そ
の
一
翼
を
担
い
、
今
で
も
　
　
　
越
え
て
活
動
を
し
、
ま
た
問
屋
業
と
し
て
葬
送
儀
礼
の
あ
り
方
に
大
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ

関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
活
躍
し
て
お
り
、
そ
の
生
涯
は
そ
の
ま
ま
戦
後
の
葬
儀
産
業
史
の
展
開
　
　
　
と
か
ら
、
地
域
に
必
ず
し
も
と
ら
わ
れ
な
い
個
人
的
主
体
性
の
強
い
存
在
の
動
態
を
把
握
す
る
た
め

と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
特
に
葬
儀
が
産
業
化
し
て
い
く
過
程
で
、
文
化
の
流
用
が
行
わ
れ
、
必
　
　
　
　
に
は
、
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
法
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

要
な
専
門
的
知
識
が
形
成
さ
れ
て
い
き
、
新
た
な
流
通
形
態
を
作
り
出
し
て
い
る
状
況
を
把
握
す
る

9
3
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●
葬
送
儀
礼
と
葬
儀
産
業

　
現
在
、
葬
儀
は
、
葬
祭
業
者
を
利
用
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
な
か
に
は

全
体
の
取
り
仕
切
り
を
依
頼
し
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
葬
具
や
生
花
な
ど

何
ら
か
の
形
で
業
者
が
介
在
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
ま
っ
た
く
葬
祭
業
者
を
介
さ

な
い
で
行
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
葬
儀
と
い
う
民
俗
も
、
現
在
で
は
消

費
経
済
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
営
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
特

に
第
二
次
世
界
大
戦
を
経
て
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
程

度
の
違
い
は
あ
れ
、
葬
祭
業
者
が
介
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
単
に
葬

祭
業
者
自
体
が
全
国
各
地
で
誕
生
し
営
業
を
展
開
し
て
き
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を

背
後
か
ら
支
え
る
問
屋
と
い
う
流
通
機
能
の
整
備
と
、
全
国
を
対
象
と
し
た
葬
儀
用

品
メ
ー
カ
ー
な
ど
が
形
成
し
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
あ
り
、
そ
う
し
た
動
向
が
葬

祭
業
者
を
介
し
て
、
間
接
的
に
一
般
の
人
び
と
の
実
践
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
特

に
、
従
来
エ
リ
ア
ご
と
に
独
立
し
て
い
た
問
屋
業
も
、
第
二
次
大
戦
以
降
、
全

国
規
模
の
流
通
系
の
問
屋
が
成
立
し
、
葬
具
の
流
通
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
で
、

各
地
で
既
製
の
葬
具
類
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
都
市
的
な

葬
儀
方
式
が
広
ま
り
、
情
報
の
流
通
も
盛
ん
に
な
り
、
全
国
の
葬
儀
の
平
準
化
が
促

進
さ
れ
た
。
ま
た
流
通
の
変
化
は
、
葬
儀
用
品
の
産
業
化
を
促
進
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

葬
儀
用
品
メ
ー
カ
ー
が
成
立
し
、
そ
れ
は
顧
客
と
し
て
の
葬
祭
業
者
に
も
大
き
な
影

響

を
与
え
、
戦
後
の
葬
儀
慣
習
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
葬
儀
用
品
問
屋
は
こ
う
し

た
両
者
の
間
に
立
っ
て
、
必
要
な
情
報
を
も
た
ら
し
、
ま
た
商
品
を
開
発
す
る
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
い
ま
で
は
業
界
雑
誌
な
ど
も
あ
り
、
葬
祭
業
者
は

さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
通
し
て
情
報
を
入
手
で
き
る
が
、
当
時
は
巡
っ
て
く
る
葬
儀
用

品
問
屋
か
ら
の
情
報
が
頼
り
で
あ
っ
た
。

　

葬
儀
に
お
け
る
一
般
の
人
々
と
葬
祭
業
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
年
研
究
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

蓄
積
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
な
か
で
も
都
市
の
近
代
化
と
葬
祭
業
者
と

の

関
係
に
つ
い
て
は
、
霊
枢
車
の
成
立
を
通
し
て
近
代
化
の
様
相
を
詳
細
に
描
き
出

し
た
研
究
〔
井
上
　
一
九
八
四
〕
や
、
葬
祭
業
者
や
火
葬
場
、
霊
園
と
い
っ
た
葬
儀

プ
ロ
セ
ス
に
関
与
す
る
機
関
の
近
代
化
を
指
摘
し
た
論
考
〔
中
牧
　
一
九
八
四
〕
、
葬

祭
業
者
と
地
域
互
助
の
関
係
の
推
移
を
中
心
に
葬
儀
の
変
遷
に
つ
い
て
注
目
し
た
考

察
〔
村
上
　
一
九
九
〇
〕
、
葬
祭
業
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も
と
に
し
た
モ
ノ
グ

ラ
フ
〔
乙
り
已
N
⊆
匹
　
二
〇
〇
〇
〕
な
ど
に
よ
っ
て
議
論
が
深
ま
り
、
葬
祭
業
者
の
役
割

が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
地
方
レ
ベ
ル
で
の
多
様
な
展
開
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
〔
山

田
　
一
九
九
五
、
山
田
　
一
九
九
九
、
原
　
一
九
九
九
〕
。
そ
し
て
葬
祭
業
者
の
提
供

す
る
祭
壇
自
体
の
考
察
、
特
に
現
代
多
用
さ
れ
て
い
る
白
木
祭
壇
の
展
開
〔
山
田

一
九
九

六
〕
や
社
葬
や
団
体
葬
に
お
け
る
生
花
祭
壇
の
使
用
〔
山
田
　
二
〇
〇
一
〕
に

つ
い

て

の
考
察
も
次
第
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
葬
儀
用
品
問
屋
の
成
立
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
。
だ
が
、
葬
儀
を
実
践
す
る
上
で
、
問
屋
業
者
か
ら
葬
祭
業
者
が
仕
入
れ

た
葬
具
を
使
用
し
て
葬
儀
を
行
い
、
問
屋
の
も
た
ら
し
た
情
報
も
流
布
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
葬
儀
用
品
問
屋
の
活
動
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
戦
後
の
葬
儀
の
民

俗
を
直
接
的
、
間
接
的
に
照
射
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
る
。

②
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
社
会
と
の
関
係

　
こ
こ
で
は
、
一
九
三
〇
年
生
ま
れ
の
天
野
勲
さ
ん
と
い
う
葬
儀
用
品
問
屋
を
営

ん

で

い

る
人
物
の
活
動
の
様
子
を
取
り
上
げ
た
い
。
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
テ
ク
ス
ト
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
民
俗
研
究
映
像
制
作
の
な
か

（
3
）で

、
二
〇
〇
四
年
度
に
筆
者
が
制
作
監
督
し
た
「
現
代
の
葬
送
儀
礼
」
全
四
本
の

作
品
の
内
の
一
本
「
葬
儀
用
品
問
屋
と
情
報
」
（
D
V
D
／
V
H
S
・
カ
ラ
ー
・
日

本
語
四

五
分
）
制
作
に
際
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
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二
〇

〇
四
年
二
月
三
日
に
長
年
取
引
の
あ
る
祭
壇
メ
ー
カ
ー
の
末
広
製
作
所
で
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

れ
、
そ
れ
を
も
と
に
本
稿
を
執
筆
し
た
。
ち
な
み
に
研
究
映
像
の
一
つ
で
あ
る
「
葬

儀
用

品
問
屋
と
情
報
」
は
、
問
屋
業
と
し
て
の
天
野
さ
ん
が
、
各
地
の
葬
儀
用
品

メ
ー
カ
ー
や
卸
先
で
あ
る
葬
祭
業
者
と
の
日
々
の
交
流
を
通
し
て
、
葬
儀
に
関
わ
る

情
報
が
ど
の
よ
う
に
流
通
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
た
作
品
で
あ
る
〔
山

田
編
　
二
〇
〇
七
　
一
二
ー
一
三
〕
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
お
い
て
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
社
会
学
的
な
方
法
と
し
て
積

極
的
に
取
り
上
げ
た
中
野
卓
は
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
生
活
史
、
個
人
史
）
を
本

人

が
主

体
的
に
捉
え
た
自
己
の
人
生
の
歴
史
を
、
調
査
者
の
協
力
の
下
に
本
人
が

口
述
、
あ
る
い
は
記
述
し
た
作
品
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
〔
中
野
　
一
九
九
五

一
九
一
〕
。
そ
し
て
個
人
史
の
場
合
、
本
人
が
自
己
の
現
実
の
人
生
を
想
起
し
述
べ

て

い

る
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
、
本
人
の
内
面
か
ら
み
た
現
実
の
主
体
的
把
握
を
重

視
し
つ
つ
、
研
究
者
が
近
現
代
の
社
会
史
と
照
合
し
位
置
づ
け
、
註
記
を
添
え
、
ラ

イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
仕
上
げ
る
と
し
て
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

す
る
立
場
を
否
定
す
る
〔
中
野
　
一
九
九
五
　
一
九
二
〕
。

　

つ
ま
り
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
は
、
個
人
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
な
が
ら
も
、
そ

の

社
会
と
の
関
わ
り
の
中
で
そ
の
歴
史
を
再
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

〔佐
藤
　
一
九
九
五
　
一
九
－
二
〇
〕
。
そ
こ
で
都
市
の
祭
礼
を
中
心
に
、
都
市
に
お
け

る
「
個
」
の
存
在
に
注
目
し
、
関
係
を
主
体
的
に
形
成
し
て
い
く
人
々
の
様
子
に
つ

い

て
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
し
た
中
野
紀
和
の
論
考
な
ど
も
あ
る

〔中
野
　
二
〇
〇
七
〕
。

　
よ
っ
て
本
稿
の
場
合
も
、
東
京
と
い
う
流
通
や
情
報
の
中
心
的
で
あ
る
都
市
に
居

住
し
、
問
屋
業
と
い
う
地
域
に
根
ざ
さ
な
い
広
範
囲
の
業
務
に
携
わ
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
個
々
人
や
諸
団
体
と
関
係
を
保
持
す
る
人
物
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
ラ
イ
フ
ヒ

ス

ト
リ
ー
に
よ
る
調
査
研
究
は
有
効
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

③
葬
儀
用
品
問
屋
に
な
る
ま
で

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
天
野
勲
さ
ん
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
葬
儀
用
品
問
屋
の
業
務

を
続
け
る
だ
け
で
な
く
、
業
務
の
枠
を
超
え
て
関
連
す
る
人
々
と
さ
ま
ざ
ま
な
交
流

が
あ
る
。
と
く
に
、
葬
儀
業
界
の
若
手
の
育
成
の
重
視
し
、
幅
広
い
活
動
を
し
て
い

る
。
ま
ず
は
生
い
立
ち
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

①
　
少
年
時
代

　
天
野

さ
ん
は
一
九
三
〇
年
、
東
京
都
文
京
区
に
て
、
鈴
木
忠
平
さ
ん
、
き
く
さ
ん

夫
妻
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
三
歳
の
時
に
実
母
の
き
く
さ
ん
が
亡
く

な
り
、
鈴
木
家
の
親
戚
で
子
供
の
い
な
い
天
野
清
さ
ん
、
亀
子
さ
ん
夫
妻
の
養
子
と

な
っ
た
。
天
野
清
さ
ん
は
山
梨
県
甲
府
市
で
、
五
人
の
職
人
を
つ
か
っ
て
料
理
や
寿

司
、
菓
子
な
ど
の
折
箱
の
製
造
業
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
。

　

し
か
し
一
九
四
五
年
、
天
野
さ
ん
に
と
っ
て
人
生
を
大
き
く
変
え
た
、
い
や
日
本

全
体
の
人
々
の
運
命
が
大
き
く
変
わ
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
影
響
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
天
野
さ
ん
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（天
）
　
私
は
、
祭
壇
道
具
販
売
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
な
ん
で
葬
儀
業
界
に
入
っ
て
、

そ
れ
を
天
職
に
し
ち
ゃ
た
の
か
。

（山
）
　
何
で
、
で
す
か
。

（天
）
　
や
は
り
僕
が
思
う
に
は
、
一
四
歳
の
時
に
養
母
の
お
葬
式
を
や
っ
て
喪
主
に

な
っ
た
こ
と
。

（山
）
　
養
母
と
言
い
ま
す
と
、
天
野
さ
ん
養
子
に
な
ら
れ
た
。

（天
）
　
鈴
木
の
家
か
ら
養
子
に
出
て
、
天
野
の
家
に
行
っ
て
、
天
野
の
両
親
が
空
襲

で
亡
く
な
っ
て
、
そ
の
時
に
私
が
喪
主
に
な
っ
て
、
田
舎
で
葬
列
し
て
、
位
牌
を
も
っ

て

葬
列
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
「
に
っ
そ
う
」
に
入
る
前
に
、
お
葬
式
は
四
人
位
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し
た
か
な
。

多
い
ね
。

身
内
の
ね
。
両
親
、
親
父
の
方
は
と
も
か
く
と
し
て
ず
う
と
考
え
る
と

　
天
野

さ
ん
の
育
っ
た
甲
府
は
、
一
九
四
五
年
七
月
六
日
か
ら
七
日
に
か
け
大
規
模

な
空
襲
を
受
け
た
。
そ
こ
で
養
父
、
天
野
清
さ
ん
は
空
襲
に
よ
っ
て
即
死
し
、
葬
儀

す
ら
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
腕
を
な
く
す
ほ
ど
の
大
怪
我
を
し
て
も
、
か
ろ

う
じ
て
助
か
っ
た
養
母
の
亀
子
さ
ん
も
ま
た
破
傷
風
の
た
め
、
終
戦
ま
も
な
い
八
月

二
八
日
に
亡
く
な
り
、
わ
ず
か
一
四
才
の
天
野
さ
ん
が
喪
主
と
し
て
葬
儀
を
出
し
た
。

こ
う
し
て
養
父
母
の
ほ
か
に
も
若
い
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
葬
儀
を
出
す
こ
と
に

な
っ
た
。
現
在
、
天
野
さ
ん
は
、
こ
の
戦
災
に
お
け
る
異
常
な
死
の
体
験
を
、
以
後

の

葬
儀
用
品
問
屋
へ
の
道
に
入
り
そ
れ
を
天
職
と
見
な
す
よ
う
に
な
る
要
因
と
し
て

捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
養
父

母
の
死
去
の
後
、
養
母
亀
子
さ
ん
の
母
親
の
も
と
で
旧
制
中
学
の
五
年
間
を

終
え
、
東
京
に
い
る
実
父
鈴
木
忠
平
さ
ん
の
母
親
の
家
で
暮
ら
し
て
新
制
高
校
を
一

年
だ
け
通
っ
た
。
そ
の
後
、
い
よ
い
よ
葬
儀
産
業
に
携
わ
る
よ
う
に
な
る
。
直
接
的

な
要
因
と
し
て
は
、
実
父
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

②

葬
儀
用
品
問
屋
に
っ
そ
う
の
成
立
と
入
社

　
高
校
を
卒
業
し
た
後
、
明
治
大
学
の
二
部
に
通
学
し
な
が
ら
、
ま
ず
葬
儀
社
の
ア

ル

バ

イ
ト
を
し
た
の
が
、
葬
儀
業
界
と
の
接
触
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
父

の

鈴
木
忠
平
さ
ん
は
、
大
手
デ
パ
ー
ト
の
高
島
屋
に
就
職
す
る
よ
う
配
置
先
ま
で
決

め

て

き
た
が
、
天
野
さ
ん
は
そ
の
仕
事
が
気
に
入
ら
ず
断
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で

実
父
が
株
主
で
あ
っ
た
葬
儀
関
連
の
繊
維
メ
ー
カ
ー
の
丸
喜
株
式
会
社
に
入
社
し
た

の

で
あ
る
。

（山
）
　
葬
儀
の
仕
事
を
始
め
た
き
っ
か
け
は

（天
）
　
東
京
へ
戻
っ
て
き
て
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
、
そ
れ
が
葬
儀
屋
さ
ん
だ
っ
た
。

（山
）
　
何
歳
の
と
き
で
す
か

（天
）
　
一
九
歳
で
す
。
そ
の
時
、
ま
っ
た
く
の
素
人
が
祭
壇
の
所
へ
行
っ
て
手
に
触

れ

た
、
何
に
も
知
ら
な
い
の
に
道
具
の
名
称
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
た
。
意
識
し
て
覚
え

た
ん
じ
ゃ
な
く
、
珍
し
い
か
ら
自
然
に
頭
の
中
に
入
っ
た
。
業
界
の
第
一
歩
か
な
。

そ
れ
か
ら
、
夜
学
へ
入
っ
て
、
親
父
の
関
係
で
勤
め
た
の
が
、
「
丸
喜
」
さ
ん
、
丸

喜
さ
ん
が
東
京
へ
進
出
し
て
葬
儀
用
品
の
卸
を
や
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
業
界
に
入
っ

た
き
っ
か
け
。

（山
）
　
会
社
に
入
っ
た
の
は
、
何
歳
。

（天
）
　
二
〇
歳
だ
と
思
う
。
入
っ
て
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
会
社
（
丸
喜
の
東
京

支
店
）
を
畳
ん
で
京
都
へ
戻
っ
ち
ゃ
た
ん
だ
。
そ
れ
で
、
う
ち
の
親
父
が
買
い
取
っ

て

「
（東
京
）
に
っ
そ
う
」
と
し
て
創
め
た
の
が
本
格
的
に
始
め
る
基
礎
に
な
っ
た
。

（山
）
　
二
二
歳
。

（天
）
　
二
二
歳
で
し
ょ
う
ね
。
明
治
（
大
学
）
へ
入
っ
て
い
て
、
学
生
帽
被
っ
て
営

業
に
回
っ
た
。

（山
）
　
二
足
の
草
鮭
で
す
か
。

（
天
）
　
そ
う
で
す
、
夜
学
で
し
た
か
ら
。
そ
の
内
に
東
京
だ
け
で
は
物
足
り
な
く

て
。
そ
の
前
に
、
自
転
車
で
。
川
崎
・
横
浜
・
立
川
・
大
宮
を
自
転
車
で
も
っ
て
回
っ

た
ん
で
す
か
ら
ね
。
今
、
考
え
ら
れ
な
い
ね
。

　
天

野

さ
ん
は
当
初
、
東
京
の
葬
儀
社
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
。
こ
れ
は
実
父
の
知

り
合
い
の
葬
儀
社
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
働
い
て
い
る
う
ち
に
、
祭
壇
道
具
が
珍
し

く
、
興
味
を
持
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
を
覚
え
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
点
で
葬
儀
に

対
す
る
関
心
が
当
時
か
ら
あ
っ
た
の
が
う
か
が
え
る
。

　
天
野

さ
ん
に
よ
る
と
、
実
父
鈴
木
忠
平
さ
ん
は
、
戦
前
よ
り
繊
維
統
制
組
合
の
人

絹
関
係
の
理
事
長
を
や
っ
て
い
た
と
い
い
、
そ
の
関
係
で
繊
維
関
連
の
葬
儀
用
品
の

業
者
と
も
知
己
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
戦
時
下
に
お
い
て
は
、
統
制
経
済
に
よ
っ
て
繊
維
製
品
も
ま
た
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政

府
の
統
制
下
に
置
か
れ
、
一
九
四
二
年
衣
料
切
符
制
が
実
施
さ
れ
た
〔
平
峯

一
九

四
三
　
三
三
三
－
三
一
二
五
〕
。
そ
の
な
か
で
経
帷
子
、
祭
壇
用
布
、
骨
袋
用
に
用

い

る
も
の
は
「
葬
祭
用
具
用
布
」
と
し
て
、
業
務
用
衣
料
品
購
入
票
の
制
度
を
用

い
、
業
務
用
の
割
り
当
て
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
〔
平
峯
　
一
九
四
三
　
三
六
〇
ー

三

六

四
〕
。
こ
う
し
た
統
制
の
中
で
鈴
木
忠
平
さ
ん
は
関
与
し
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
鈴
木
忠
平
さ
ん
は
、
戦
後
に
は
、
葬
儀
用
品
問
屋
で
あ
る
京
都
の
丸
喜
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
（
5
）

の

株
主

で

あ
っ
た
。
丸
喜
株
式
会
社
は
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
に
創
業
、
昭
和

一
五
年
に
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
丸
喜
の
株
主
と
し
て
、
東
京
支

店
開
設
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
一
年
で
東
京
支
店
を
閉
鎖
し
た

の

で
、
そ
の
支
店
を
買
い
取
り
、
新
た
に
「
日
本
葬
祭
用
品
株
式
会
社
」
を
設
立
し
た
。

天
野

さ
ん
は
そ
の
関
係
か
ら
ま
ず
丸
喜
の
東
京
支
店
に
入
社
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

質
的
に
実
父
が
経
営
し
て
い
た
た
め
、
変
わ
り
な
く
営
業
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
さ
ら
に
東
京
近
郊
は
自
転
車
で
営
業
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
以
下
に

み

ら
れ
る
よ
う
に
、
取
り
扱
う
葬
具
の
種
類
が
今
と
は
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ

た
。　

ち
な
み
に
当
初
、
日
本
葬
祭
用
品
株
式
会
社
と
い
う
社
名
だ
っ
た
が
、
し
ば
ら
く

す
る
と
社
員
の
中
か
ら
、
会
社
名
に
「
葬
」
と
い
う
文
字
が
あ
る
の
は
あ
ま
り
よ
く

な
い
と
言
う
意
見
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
略
称
を
そ
の
ま
ま
ひ
ら
が
な
に
し

て

社
名
を
「
に
っ
そ
う
」
に
し
た
。
民
俗
学
で
は
、
か
つ
て
井
之
口
章
次
が
初
の
単

著
を
出
版
す
る
際
、
題
名
を
『
日
本
の
葬
式
』
に
し
よ
う
と
師
の
柳
田
国
男
に
い
っ

た
と
こ
ろ
、
「
君
、
葬
と
い
う
字
に
は
、
死
が
入
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。
」
と
い
わ
れ
、

『仏
教
以
前
』
に
変
え
た
と
い
う
〔
井
之
口
　
一
九
七
七
（
一
九
六
五
）
　
i
ー
…
m
〕
。
そ

う
し
た
時
代
感
覚
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

（山
）
　
に
っ
そ
う
が
創
立
は
何
年
で
す
か
。

（天
）
　
昭
和
二
七
年

（山
）
　
昭
和
二
七
年

（天
）
　
昭
和
二
六
年
に
丸
喜
さ
ん
が
撤
退
し
ま
し
て
、
昭
和
二
七
年
に
東
京
に
っ
そ

う
（
日
本
葬
祭
用
品
株
式
会
社
）
と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。
丸
喜
さ
ん
と
に
っ
そ
う

さ
ん
と
分
か
れ
た
と
言
う
か
、
複
雑
だ
っ
た
。
ど
っ
ち
が
ど
っ
ち
か
解
ら
な
い
。
そ

こ
の
と
こ
ろ
、
あ
い
ま
い
に
し
て
い
た
。
何
年
ま
で
、
丸
喜
で
何
年
か
ら
に
っ
そ
う

だ

か
、
会
社
の
創
立
が
何
年
何
月
だ
と
思
う
け
ど
、
仕
事
と
し
て
は
、
あ
れ
で
す
か

ら
。（山

）
　
天
野
さ
ん
と
し
て
は
、
仕
事
は
続
い
て
い
た
。

（天
）
　
取
引
先
も
同
じ
で
す
か
ら
。
仕
入
先
の
同
じ
で
す
か
ら
ね
。
全
く
変
わ
ら
な

い
か

ら
、
一
線
を
引
く
事
は
で
き
な
い
。

天
野

さ
ん
は
、
会
社
が
丸
喜
か
ら
日
本
葬
祭
用
品
株
式
会
社
に
変
わ
っ
て
も
、
実

④
昭
和
二
〇
年
代
の
問
屋
業

①
　
附
属
卸

　

こ
こ
で
は
昭
和
二
〇
年
代
の
問
屋
業
の
様
子
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

問
屋
は
今
の
業
務
内
容
と
は
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

当
時
の

（山
）
　
当
時
は
、
ど
ん
な
荷
物
を
積
ん
で
。

（
天
）
　
ま
だ
ま
だ
、
細
か
い
物
し
か
。
祭
壇
道
具
と
か
じ
ゃ
な
く
て
、
仏
壇
用
の
道

具
と
か
、
（
葬
儀
の
）
消
耗
品
。
消
耗
品
を
総
じ
て
我
々
の
業
界
で
、
小
物
屋
や
さ
ん
。

（山
）
　
当
時
は
問
屋
と
言
っ
て
も
、
小
物
屋
さ
ん
と
し
て
の
問
屋
さ
ん
。

（天
）
　
そ
う
で
す
。
小
物
屋
さ
ん
と
し
て
の
問
屋
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
、
我
々
は

小
物
屋
さ
ん
と
言
う
。
小
物
屋
さ
ん
を
今
考
え
る
と
、
荒
物
雑
貨
か
ら
き
た
小
物
じ
ゃ

な
い
か
と
。
お
そ
ら
く
、
生
活
用
品
の
細
か
い
も
の
を
扱
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
葬
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儀

用
品
も
扱
っ
て
い
て
、
葬
儀
用
品
の
商
い
が
独
立
し
て
小
物
屋
さ
ん
と
な
っ
た
。

葬
儀
用
口
叩
な
ん
て
言
葉
は
な
い
。

（山
）
　
小
物
屋
さ
ん
の
時
、
ど
ん
な
商
品
を
。

（
天
）
　
位
牌
と
数
珠
と
、
位
牌
は
消
耗
品
じ
ゃ
な
い
失
礼
。
帷
子
と
足
袋
と
菅
笠

（編

笠
）
と
草
履
と
、
要
す
る
に
納
棺
用
品
。
位
牌
は
消
耗
し
な
い
ん
で
す
よ
。

（山
）
　
白
木
の
場
合
は

（
天
）
　
い
つ
か
は
消
耗
し
ま
す
け
ど
。
僕
は
、
消
耗
品
の
中
に
最
初
入
れ
な
か
っ

た
ん
で
す
よ
。
位
牌
と
言
う
の
は
四
十
九
H
と
か
、
下
手
す
る
と
百
ヶ
H
と
か
置
い

と
き
ま
す
よ
ね
。
納
棺
用
品
は
土
葬
な
り
火
葬
な
り
す
ぐ
消
耗
す
る
。
お
そ
ら
く
小

物
っ
て
三
口
う
と
そ
ん
な
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
小
物
の
中
に
、
食
の
方
も
あ
え

て

入
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
扱
っ
て
い
る
歴
史
か
ら
見
る
と
八
百
屋
さ

ん
、
呉
服
屋
さ
ん
、
食
料
品
屋
さ
ん
、
菓
子
屋
さ
ん
。
全
て
が
葬
儀
用
品
の
原
点
。

葬
送
文
化
の
原
点
は
葬
儀
に
あ
り
。

（山
）
　
丸
喜
さ
ん
も
小
物
を
扱
っ
て
い
た
ん
で
す
か
、
初
期
は
。

（
天
）
　
初
期
は
、
こ
の
業
界
に
入
る
前
は
、
金
欄
の
お
守
袋
と
か
金
欄
の
打
敷
、
仏

壇
の
打
敷
と
か
金
欄
用
品
の
メ
ー
カ
ー
だ
っ
た
ら
し
い
。

（山
）
　
葬
儀
で
は
な
か
っ
た
。

（
天
）
　
そ
う
で
す
。
葬
儀
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
外
地
で
亡
く
な
っ
た
兵
隊

さ
ん
の
お
骨
を
納
め
る
の
に
骨
箱
に
か
け
る
覆
い
、
繊
維
製
品
、
そ
れ
を
丸
喜
さ
ん

が
受
け
た
ら
し
い
で
す
よ
。
そ
れ
か
ら
、
葬
儀
の
ほ
う
に
入
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

（
東
京
）
に
っ
そ
う
も
厚
生
省
か
ら
骨
箱
を
何
百
個
だ
か
、
何
千
個
収
め
た
こ
と
が

あ
る
。

（山
）
　
に
っ
そ
う
と
し
て
、

（
天
）
　
（
東
京
）
に
っ
そ
う
と
し
て
。
其
の
時
は
、
骨
箱
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
，
骨

箱
じ
ゃ
な
く
風
呂
敷
。

（山
）
　
白
で
す
か
。

（天
）
　
白
。

（山
）
　
化
繊
な
ん
で
す
か
。
人
絹
。

（
天
）
　
人
絹
。
そ
れ
が
、
昭
和
二
四
、
二
五
年
。
昭
和
二
〇
年
が
敗
戦
で
し
ょ

う
、
戦
後
処
理
な
ん
か
や
っ
た
り
し
て
厳
選
さ
れ
て
、
運
ば
れ
て
き
た
の
が
昭
和

二

四
、
二
五
年
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
が
、
五
年
位
つ
づ
い
た
か
な
。

　

こ
こ
に
戦
争
前
後
の
東
京
の
葬
儀
用
品
問
屋
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
天

野

さ
ん
の
い
う
よ
う
に
、
当
時
の
問
屋
は
祭
壇
道
具
で
は
な
く
、
仏
壇
の
道
具
や
消

耗
品
を
扱
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
枢
な
ど
の
木
製
品
は
葬
儀
社
白
身
が
作
っ
て

い

る
こ
と
が
多
く
、
自
作
で
き
な
い
数
珠
や
経
帷
子
、
金
欄
、
香
炉
や
骨
壷
な
ど
の

陶
磁
器
な
ど
を
中
心
に
取
り
扱
っ
て
い
た
〔
山
田
　
一
九
九
六
　
＝
．
四
〕
。

　
そ
れ
は
昭
和
九
年
の
東
京
の
葬
儀
組
合
の
組
合
名
簿
で
あ
る
『
東
京
葬
祭
具
営
業
組

合

規

則
及
組
合

員
名
簿
』
の
資
料

か

ら
も
、
そ
の
様

子
を
う
カ
カ
う
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

の

名
簿
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ラ

「

附
属
卸
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ガ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ
イ

業
者
と
し
て
い
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
椥

場
し
て
い
る
，
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
ト

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
℃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
h

「
藤
屋
附
属
品
卸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

商
堀
藤
」
、
旧
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
写

下

谷
区
の
「
附

属
卸
　
立
花
商

店
」
、
「
附
属
品
卸

斗98
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萩
原
商
店
」
、
旧
本
所
区
「
藤
屋
附
属
品
卸
部
　
関
口
武
三
郎
」
が
あ
り
、
名
簿
附

属
の
広
告
に
も
旧
浅
草
区
に
「
葬
祭
具
附
属
品
卸
商
　
島
田
大
吉
商
店
」
と
あ
る
。

こ
う
し
た
当
時
の
表
記
は
問
屋
業
を
「
附
属
品
卸
」
と
い
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当

時
の
問
屋
の
位
置
づ
け
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
附
属
卸
萩
原
商
店
は
現
在
の
葬
儀
用

品
問
屋
「
株
式
会
社
萩
原
」
の
母
体
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
前
身
は
栃
木
の
陶
器
商

　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
天
野

さ
ん
が
最
初
に
勤
め
た
丸
喜
株
式
会
社
は
、
京
都
西
陣
に
本
社
が
あ
り
、
金

欄
の
お
守
袋
と
か
金
欄
の
打
敷
、
仏
壇
の
打
敷
と
か
金
欄
用
品
の
メ
ー
カ
ー
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
遺
骨
の
骨
覆
い
な
ど
の
販
売
か
ら
現
在
で
は
総
合
葬
儀
用
品
問
屋
と

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
当
時
の
輸
送
機
関
が
自
転
車
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
小
物
中
心
の
問
屋

業
で
業
務
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

②
　
布
掛
け
祭
壇

　　 　　 　　 　
天山天山

祭
壇
を
始
め
た
の
は
い
つ
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
か
。

（昭
和
）
二
八
、
二
九
年

に
っ
そ
う
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
祭
壇
の
ほ
う
に
。

祭
壇
と
言
っ
て
も
、
今
の
近
代
的
じ
ゃ
な
く
、
要
す
る
に
、

脚
を
組
ん
だ
机

の
上

に
布
を
掛
け
て
、

（山
）
白
で
す
か
。

（
天
）
白
い
布
。
そ
の
頃
は
、
平
気
で
や
っ
た
け
れ
ど
、
私
は
、
祭
壇
と
言
う
名
称

が
お
か
し
い
と
思
う
。

（山
）
　
当
時
は
、
な
ん
と
い
っ
て
た
ん
で
す
か
。

（
天
）
　
な
ん
っ
て
言
っ
た
ろ
う
。
祭
壇
と
い
う
言
葉
じ
ゃ
な
く
、
二
段
机
・
三
段

机
。（山

）
　
机
と
い
っ
て
た
ん
で
す
か
。

（天
）
　
え
え
、

（山
）
　
ト
ー
タ
ル
で
言
葉
は
な
く
て
、
位
牌
堂
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
具
の
名
前
で
。

（
天
）
布
掛
け
、
布
掛
け
の
壇
。
何
時
か
ら
祭
壇
と
言
う
言
葉
に
成
っ
た
の
か
定
か

じ
ゃ
な
い
。
祭
り
を
す
る
か
ら
祭
壇
な
の
か
も
知
れ
な
い
け
ど
。

（山
）
　
戦
前
の
記
録
で
は
、
二
段
飾
り
、
三
段
飾
り
と
言
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。

（天
）
　
僕
ら
も
使
っ
て
ま
し
た
、
二
段
飾
り
、
三
段
飾
り
。

（山
）
　
祭
壇
と
言
う
言
葉
は
一
般
的
で
は
無
か
っ
た
。

（
天
）
　
お
そ
ら
く
祭
壇
と
言
う
言
葉
に
な
っ
た
の
は
、
白
木
の
段
を
作
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
、
そ
れ
か
ら
、
祭
壇
掛
け
と
言
う
言
葉
が
後
か
ら
出
て
き
て
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。

（山
）
　
祭
壇
掛
け
と
は
。

（天
）
　
金
欄
の
祭
壇
掛
け
と
か
。

　

こ
こ
で
は
祭
壇
の
成
立
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
祭
壇
は
、
に
っ
そ
う
の
中
心

的
な
商
品
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
戦
後
の
葬
儀
業
界
に
お
い
て
も
大
き
な
影

響
を
与
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
戦
前
か
ら
の
祭
壇
の
様
子
が
白
布
祭
壇
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
戦
前

の

祭
壇
は
天
野
さ
ん
も
指
摘
す
る
よ
う
に
机
に
白
布
を
掛
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
諸
道
具

を
並
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
〔
山
田
　
一
九
九
六
　
三
四
ー
三
六
〕
。
こ
う
し
た
白
布
祭

壇

は
、
例
え
ば
一
九
三
九
年
の
東
京
都
葬
祭
具
商
業
組
合
の
『
飾
付
見
本
帳
』
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
て

も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
見
本
帳
で
は
、
「
仏
式
葬
儀
之
部
」
が
第
一
号

か

ら
第
拾
壱
号
ま
で
、
一
段
飾
り
が
一
種
、
二
段
飾
り
が
一
種
、
三
段
飾
り
が
三
種
、

四

段
飾
り
が
三
種
、
五
段
飾
り
が
三
種
の
合
計
＝
種
類
の
白
布
の
祭
壇
掲
載
さ
れ

て

お
り
、
昭
和
九
年
当
時
す
で
に
白
布
祭
壇
が
主
流
で
あ
っ
た
。

　
祭
壇
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
一
応
『
飾
付
写
真
帖
』
で
は
、
目
次
の
と
こ
ろ

で

「
『参
考
』
木
製
祭
壇
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
用
語
と
し
て
は
成
立
し

て

い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
の
目
次
で
示
さ
れ
て
い
る
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
、

そ
の
写
真
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
＝
参
考
】
木
製
飾
付
」
と
な
っ
て
お
り
、
か
な
ら
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ず
し
も
祭
壇
と
い
う
用
語
が
統
一
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
の

ぺ

ー
ジ
の
写
真
で
も
例
え
ば
「
並
三
檀
飾
付
」
な
ど
と
表
示
さ
れ
、
そ
の
内
訳
で
は
「
並

三
段
飾
」
と
な
っ
て
お
り
、
い
ま
ほ
ど
「
祭
壇
」
と
い
う
用
語
が
流
布
し
て
い
な
い

こ
と
を
、
天
野
さ
ん
は
い
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
白
布
祭
壇
が
第
二
次
大
戦
後
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
工
夫
を
加

え
て
発
売
し
た
の
が
金
欄
祭
壇
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
話
か
ら
わ
か
る
。

（山
）
白
布
の
祭
壇
か
ら
ど
う
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
ん
で
す
か
。

（天
）
　
白
布
だ
け
で
は
価
値
が
な
い
。
何
か
い
い
方
法
は
な
い
か
な
。
金
欄
椴
子
を

使
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
。
金
欄
椴
子
は
非
常
に
高
級
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
か
ら
、
使
い
き
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
、
前
だ
け
金
欄
に
し

て
、
上
板
の
と
こ
ろ
は
、
黒
い
布
で
や
る
と
か
。
半
分
で
済
む
か
ら
。
そ
れ
が
、
結

局
、
幕
板
の
原
型
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。

（山
）
　
見
え
る
部
分
だ
け
金
欄

（
天
）
　
見
え
る
部
分
だ
け
彫
刻
に
す
る
と
か
、
い
っ
た
ふ
う
な
こ
と
だ
と
思
う
。
と

こ
ろ
が
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
高
級
な
お
葬
式
の
場
合
は
、
段
を
リ
ー
ス
で
使
っ

て

い

た
と
聞
い
て
い
る
。
一
般
的
な
の
も
は
布
掛
け
で
、
そ
れ
が
金
欄
に
な
っ
て
高

級
感
を
出
す
た
め
に
。
高
級
感
が
飽
き
て
き
て
彫
刻
に
な
っ
た
。
高
級
感
、
高
級
感

で

板
の
所
ま
で
金
欄
に
し
た
の
は
、
か
な
り
後
だ
ね
。
ず
う
と
布
だ
っ
た
ね
、
何
故

か

と
い
う
と
使
い
や
す
い
の
ね
。
金
欄
よ
り
普
通
の
布
の
方
が
、
扱
い
や
す
い
。
と

こ
が
、
僕
ら
が
仕
事
を
や
っ
て
い
て
、
少
し
で
も
よ
い
金
額
の
も
の
を
売
り
た
い
と

思

う
と
、
全
部
金
欄
に
し
た
方
が
よ
い
と
言
っ
て
、
昔
の
布
掛
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、

大

き
い
金
欄
を
作
っ
て
掛
け
て
や
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
そ
れ
を
棺
に
も
掛
け
よ
う
じ
ゃ

な
い
か
と
。

（山
）
　
棺
は
当
時
掛
け
て
な
か
っ
た
ん
で
す
か
。

（天
）
　
最
初
は
、
掛
け
て
な
か
っ
た
で
す
ね
。

（山
）
　
白
い
布
と
か
掛
け
て
た
ん
で
す
か
。

（天
）
　
何
も
掛
け
て
な
か
っ
た
と
思
っ
た
ね
。
ご
存
知
の
と
う
り
、
一
番
上
に
置
い

て

あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

（山
）
棺
は
。

（天
）
　
布
を
掛
け
る
と
か
す
る
こ
と
な
か
っ
た
わ
け
よ
。
見
え
な
い
ん
だ
か
ら
。
見

え
て
も
、
な
る
べ
く
半
分
ぐ
ら
い
、
棺
に
よ
っ
て
だ
と
思
う
け
ど
ね
。
後
は
、
輿
っ

て

い
う
の
が
あ
っ
て
輿
に
入
れ
ち
ゃ
う
じ
ゃ
な
い
。

（山
）
　
見
せ
る
必
要
が
無
い
。

（天
）
　
輿
の
場
合
は
、
棺
掛
け
要
ら
な
い
よ
ね
。
そ
う
い
う
流
れ
は
、
我
々
が
考
え

て
、
葬
儀
屋
さ
ん
勧
め
た
の
か
葬
儀
屋
さ
ん
の
要
望
が
あ
っ
て
、
我
々
が
作
っ
た
の

か
。
五
分
五
分
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。

（山
）
　
金
欄
の
祭
壇
は
売
れ
た
ん
で
す
か
。

（
天
）
　
売
れ
ま
し
た
ね
。
今
で
言
え
ば
、
ハ
イ
カ
ラ
な
ん
で
す
よ
。
高
級
感
が
あ

る
。
そ
の
こ
ろ
は
、
西
陣
織
の
金
欄
と
い
う
こ
と
で
高
級
な
イ
メ
ー
ジ
で
売
っ
て
ま

し
た
。

（山
）
　
他
社
の
問
屋
さ
ん
の
反
応
は
。

（
天
）
　
他
社
の
問
屋
の
こ
と
は
、
考
え
な
く
て
、
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
で
手
い
っ
ぱ

い

で

し
た
。
他
所
が
何
を
売
ろ
う
と
か
何
を
し
よ
う
と
か
。
自
分
の
と
こ
ろ
が
作
っ

た
も
の
を
で
す
ら
真
似
し
て
作
っ
て
い
る
と
、
そ
う
い
う
状
況
が
強
か
っ
た
。
自
分

で
言
う
の
も
お
か
し
い
で
す
が
、
に
っ
そ
う
さ
ん
は
、
昔
の
言
葉
で
進
取
の
気
性
に

富
ん
で
い
る
。
富
ん
で
い
ま
し
た
ね
。
何
で
も
進
ん
で
新
し
い
も
の
を
や
ろ
う
と
。

　
戦
後
の
白
布
か
ら
金
欄
祭
壇
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
祭
壇
か
ら
よ
り
高
級
感
を
出

す
た
め
の
付
加
価
値
を
出
そ
う
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
白
布

祭
壇
か
ら
金
欄
祭
壇
へ
の
流
れ
は
以
後
全
国
的
に
普
及
し
て
い
っ
た
。

　
例
え
ば
、
東
京
二
三
区
民
が
安
価
で
葬
儀
が
で
き
る
よ
う
に
、
都
が
「
特
別
区
区

民
運
営
協
議
会
」
と
い
う
団
体
を
作
っ
て
葬
祭
業
者
と
協
議
し
て
料
金
設
定
を
し
て

い

る
「
区
民
葬
」
と
い
う
制
度
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
A
金
欄
四
段
飾
り
」
、
「
B

500
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白
布
三
段
飾
り
」
、
「
C
白
布
二
段
飾
り
」
の
三
種
類
が
あ
り
〔
横
山
　
一
九
八
九

三

五
〕
、
金
欄
祭
壇
が
白
布
祭
壇
よ
り
も
高
級
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
う
し
た
金
欄
の
使
用
は
、
に
っ
そ
う
の
前
身
が
丸
喜
と
い
う
金
欄
な
ど
の
繊
維

メ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
金
欄
は
高
級
な

も
の
で
あ
り
、
白
布
の
よ
う
に
ふ
ん
だ
ん
に
使
う
こ
と
は
コ
ス
ト
的
に
無
理
で
あ
っ

た
た
め
、
正
面
の
見
え
る
部
分
だ
け
は
金
欄
に
し
て
、
平
面
の
棚
の
部
分
は
黒
布
を

使
っ
て
い
た
。
こ
れ
も
金
欄
祭
壇
が
珍
し
く
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
は
貴
重
な
逸
話

で

あ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
祭
壇
の
開
発
が
行
わ
れ
た

い
っ
た
。

⑤
営
業
の
工
夫

①

営
業
の
仕
方

　　 　　 　　 　
天山天山）　 ）　 ）　 ）

「
に
っ
そ
う
」
は
実
の
お
と
う
さ
ん
が
や
っ
て
ら
し
た
ん
で
す
か
。

そ
う
で
す
。
実
質
的
に
は
経
営
者
は
。

そ

の
後
、
「
に
っ
そ
う
」
の
幹
部
だ
っ
た
ん
で
す
か
。

役
職
は
ね
、
「
株
式
会
社
　
東
京
に
っ
そ
う
」
の
言
っ
た
事
な
い
け
ど
、

務
か

な
ん
か
だ
と
思
う
よ
。

面実獅苗芙面芙苗
）　 ）　　　　）　

L

）　 ）　 ）　 ）

常

二

二
、
二
三
（
歳
）
で

二

三
、
二
四
（
歳
）
で
、
た
ぶ
ん
。
だ
っ
て
、
ワ
ン
マ
ン
社
長
で
作
っ
た
か
ら
。

社
員
は
、
何
人
ぐ
ら
い
。

会
社
発
足
の
時
は
五
人
か
な
、

会
社
発
足
の

時
、
当
時
と
し
て
は
、
葬
儀
問
屋
と
し
て
は
大
き
い
ほ
う
で
す

大
き
い
で
し
ょ
ね
、
み
ん
な
「
さ
ん
ち
ゃ
ん
」
企
業
だ
っ
た
か
ら
ね
。

問
屋
さ
ん
で
も
、
そ
う
い
う
。

（天
）
　
そ
う
そ
う
、
丸
喜
さ
ん
は
、
知
ら
な
い
け
ど
ね
。
東
京
と
し
て
は
、
大
き
い

方
。
一
番
多
い
時
は
、
外
の
職
人
を
入
れ
た
ら
、
昭
和
三
〇
年
位
の
時
は
、
五
〇
人

位
居

た
の
か
な
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
ね
。

（天
）
　
自
分
で
自
分
で
回
っ
て
、
開
拓
し
て
遣
っ
て
い
た
っ
て
言
う
の
は
非
常
に
、

財
産
で
す
よ
ね
。

（山
）
　
い
ろ
ん
な
、
出
会
い
は
。

（天
）
　
あ
り
ま
し
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
今
よ
り
交
通
の
便
が
悪
い
時
代
で
す
か
ら

ね
。
何
し
ろ
、
電
車
で
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
か
ら
ね
。
夜
行
使
っ
て
、

番
つ
ら
い
思
い
し
た
の
は
、
青
森
か
ら
東
京
ま
で
夜
行
で
一
昼
夜
半
。

（山
）
　
そ
れ
は
、
売
り
に
い
く
ん
で
す
か
。
荷
物
も
持
っ
て
い
く
ん
で
す
か
。

（天
）
　
電
車
で
持
っ
て
い
く
ん
で
す
よ
。
金
欄
な
ん
か
、
五
～
六
本
担
い
で
。

（山
）
　
金
欄
は
幅
で
言
え
ば
、
一
メ
ー
ト
ル
以
上
有
り
ま
す
よ
ね
。

（天
）
　
長
さ
で
言
え
ば
、
一
メ
ー
ト
ル
な
い
よ
、
二
尺
三
寸
。
一
〇
メ
ー
ト
ル
巻
い

て

あ
る
、
そ
れ
を
、
五
～
六
本
持
っ
て
担
い
で
行
く
ん
で
す
よ
。
行
商
だ
よ
ね
。
二

軒
ぐ
ら
い
で
、
ほ
と
ん
ど
売
れ
ち
ゃ
う
か
ら
ね
。
物
が
無
い
時
代
で
す
か
ら
。

（山
）
　
昭
和
二
〇
年
代
の
終
わ
り
ぐ
ら
い
。

（天
）
今
度
は
、
途
中
で
売
ら
な
い
で
、
お
宅
へ
持
っ
て
き
ま
す
っ
て
、
約
束
す
る

訳
だ
。
特
に
、
岩
手
県
が
売
れ
ま
し
た
ね
。
ど
う
い
う
訳
か
解
ん
な
い
け
ど
。

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　
山天山天山天山天山）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）

葬
具
屋
さ
ん
に
売
れ
た
。

葬
具
屋
さ
ん
と
か
仏
具
屋
さ
ん
、
呉
服
屋
さ
ん
と
か
。

メ
ー
ト
ル
で
売
る
わ
け
で
す
か
。

そ
の
頃
は
、
尺
。
丸
々
買
う
家
も
あ
り
ま
し
た
け
ど
ね
。

位
牌
と
か
、
そ
う
い
う
物
は
ど
う
で
し
た
。

そ
う
い
う
物
は
、
も
っ
て
歩
か
な
い
も
の
。

そ
れ
は
、
送
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
か
。

う
ん
。

金
欄
だ

け
は
、
持
っ
て
歩
く
ん
で
す
か
。
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（
天
）
　
そ
れ
は
ね
、
金
欄
だ
け
は
、
見
な
い
と
ね
。
色
も
あ
る
し
、
柄
の
あ
る
し
、

形

は
解
っ
て
も
、
色
も
あ
る
し
、
や
っ
ぱ
、
金
欄
は
色
で
し
ょ
う
ね
。

（山
）
　
色
を
見
て
、
実
物
を
見
て
売
っ
た
。

（
天
）
　
あ
の
頃
は
、
苦
し
か
っ
た
け
ど
、
良
く
売
れ
た
か
ら
楽
し
か
っ
た
か
な
。

（山
）
　
全
国
を
売
り
歩
い
た
の
は
、
天
野
さ
ん
だ
け
だ
っ
た
ん
で
す
か
、
に
っ
そ
う

で
は
。

（天
）
　
に
っ
そ
う
の
息
子
だ
か
ら
、
新
し
い
所
へ
行
く
時
は
、
僕
が
、
最
初
に
行
く

訳
だ
。

（山
）
　
新
規
開
拓
。

（
天
）
　
失
敗
し
て
も
、
し
な
く
て
も
、
製
品
あ
が
っ
て
の
、
あ
が
ら
な
く
て
も
、
家

の

も
の
だ
か
ら
、
文
句
を
言
う
人
が
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
非
常
に
評
判
が
良

く
て
ね
。
後
で
行
っ
た
人
が
、
み
ん
な
「
天
野
さ
ん
の
後
は
嫌
だ
な
」
ぐ
ら
い
、

だ

っ

た
ん
だ
。

（山
）
　
ず
っ
と
、
行
脚
が
つ
づ
く
訳
で
す
か

　
に

っ

そ
う
の
社
長
は
実
父
の
鈴
木
忠
平
さ
ん
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
子
息
と
し
て

天
野

さ
ん
は
若
い
頃
か
ら
重
要
な
ポ
ス
ト
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
当
時
の
問
屋
自
体

も
現
在
の
よ
う
な
大
規
模
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
も
最
盛
期
に

は
、
外
部
の
職
人
を
含
め
五
〇
人
程
い
た
と
い
う
。

　
ま
た
営
業
は
お
も
に
新
規
開
拓
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
れ
は
社
長
の
子
息
ゆ
え
に

失
敗
が
許
さ
れ
る
こ
と
が
新
規
開
拓
担
当
で
あ
っ
た
こ
と
も
興
味
深
い
。
そ
の
際
に

は

金
欄

を
担
い
で
売
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
金
欄
自
体
が
貴
重
で
あ
り
反
物
と

し
て
売
ら
ず
、
切
り
売
り
で
あ
り
、
ま
た
実
物
を
見
な
い
と
売
れ
な
い
こ
と
が
お
も

な
理
由
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
も
商
品
の
特
徴
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
。

　
東
北
、
特
に
岩
手
県
で
金
欄
が
多
く
売
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
岩
手

県
の
宮
古
市
と
そ
の
周
辺
で
は
、
葬
儀
や
法
事
に
は
木
製
の
段
に
金
欄
を
掛
け
て

位
牌
や
供
物
を
並
べ
て
い
る
〔
山
田
　
一
九
九
四
　
五
〇
五
〕
。
こ
う
し
た
地
域
は
他

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
も
新
潟
県
の
佐
渡
市
や
秋
田
県
〔
大
坂
一
九
八
五
　
一
二
二
ー
一
二
六
〕
な
ど
が
あ

る
。
ま
た
青
森
県
な
ど
で
は
地
蔵
の
袈
裟
や
、
セ
ン
ダ
ク
と
い
っ
て
オ
シ
ラ
サ
マ
に

か
ぶ

せ
た
り
も
す
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
慣
習
も
東
北
で
の
金
欄
の
需
要
の
要
因
と
し

て

あ
げ
ら
れ
よ
う
。

②

営
業
時
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

　
当
時
の
営
業
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
、
後
に
定
番
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
固
定
す

る
よ
う
に
な
り
、
天
野
さ
ん
の
特
徴
と
な
っ
て
い
く
。

（天
）
　
学
制
服
で
回
っ
て
い
た
の
が
ね
、
背
広
着
た
ら
ね
「
出
世
し
た
な
」
っ
て
言

わ
れ
た
。
卒
業
し
た
ら
背
広
に
な
る
じ
ゃ
な
い
。
学
生
帽
が
ソ
フ
ト
に
な
る
じ
ゃ
な

い
。（山

）
　
当
時
か
ら
、
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
た
ん
で
す
か
。

（
天
）
　
二
五
、
二
六
歳
か
ら
ね
、
僕
は
浪
人
し
て
た
ん
だ
け
ど
、
卒
業
し
た
の
が

二
六
歳
位
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
二
七
、
二
八
歳
か
ら
黒
い
ソ
フ
ト
を
か
ぶ
っ
て
ね
。

（山
）
　
そ
の
頃
は
、
御
髪
は
あ
っ
た
ん
で
す
か
。

（天
）
　
あ
り
ま
し
た
ね
。
秋
田
行
っ
た
と
き
に
ね
、
ソ
フ
ト
か
ぶ
っ
て
た
の
よ
、
そ

の

ソ
フ
ト
が
ね
風
で
も
っ
て
ビ
ュ
ー
と
舞
っ
ち
ゃ
っ
て
ね
、
屋
根
の
上
に
行
っ
ち
ゃ

た
ん
だ
よ
。
あ
の
時
は
、
困
っ
た
よ
。
少
し
経
っ
た
ら
風
が
吹
い
て
落
ち
て
き
て
な
、

そ
の
頃
か
ら
、
ソ
フ
ト
か
ぶ
っ
て
た
。
ベ
レ
ー
帽
か
ぶ
り
だ
し
た
の
は
、
三
五
歳
位
。

（山
）
　
何
か
、
経
緯
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
。

（天
）
　
凄
い
経
緯
が
有
っ
た
ん
で
す
よ
。
田
舎
に
行
っ
て
ヤ
ク
ザ
に
間
違
え
ら
れ
た

ん

で

す
よ
。
黒
い
ソ
フ
ト
・
黒
い
背
広
着
て
、
黒
い
靴
は
い
て
田
舎
行
っ
て
ご
ら

ん
。
一
回
バ
ー
行
っ
た
ん
だ
よ
、
誰
も
寄
っ
て
こ
な
い
ん
だ
よ
。
僕
の
周
り
に
。
面

白
く
て
、
ま
た
、
行
っ
た
ん
だ
よ
、
そ
し
た
ら
、
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
が
「
お
客
様
は
、

ど
ち
ら
の
方
で
す
か
」
「
何
で
」
「
先
月
来
ら
れ
た
時
に
、
店
の
者
や
、
お
客
さ
ん
が

何
屋

さ
ん
」
だ
っ
て
言
っ
た
っ
て
。
お
そ
ら
く
、
お
客
さ
ん
が
、
ヤ
ク
ザ
と
思
っ
た
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ん

じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
言
う
事
が
あ
っ
て
。
ベ
レ
ー
帽
に
な
る
前
に
登
山
帽
に
し
た

な
、
そ
れ
か
ら
、
ベ
レ
ー
帽
の
な
っ
た
の
か
な
。
そ
の
、
ベ
レ
ー
帽
の
き
つ
か
け
が

茂
登
山
（
正
雄
）
さ
ん
か
な
。

（山
）
　
「
お
葬
式
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
。

（天
）
　
今
は
、
居
な
い
け
ど
ね
。

（山
）
　
今
は
、
亡
き
。

（天
）
　
だ
と
思
う
ん
だ
よ
、
僕
は
。
茂
登
山
さ
ん
が
、
業
界
の
第
一
の
子
分
だ
っ
て
。

子
分
も
何
も
、
他
に
か
ぶ
っ
て
る
人
い
な
い
も
ん
。

（山
）
　
居
な
い
ん
で
す
か
。

（天
）
　
居
る
ん
だ
よ
、
一
人
。
居
た
の
よ
、
僕
よ
り
古
い
の
が
、
葬
儀
屋
さ
ん
だ
っ

た
の
、
居
た
ね
。
八
田
仏
具
店
て
い
う
、
こ
な
い
だ
亡
く
な
っ
た
「
う
い
っ
ち
ゃ
ん

（八
田
宇
一
さ
ん
）
」
こ
な
い
だ
ま
で
社
長
だ
っ
た
の
、
そ
れ
が
、
早
稲
田
の
演
劇
部

に
い
て
、
に
っ
そ
う
に
勤
め
た
時
に
、
ベ
レ
ー
帽
を
か
ぶ
っ
て
い
た
訳
よ
。
彼
は
、

学
生
で
も
演
劇
部
や
っ
て
い
て
ベ
レ
ー
帽
か
ぶ
っ
て
い
る
の
は
、
当
然
だ
と
。
業
界

で
お
か
し
い
と
言
う
考
え
方
じ
ゃ
な
い
わ
け
だ
。
そ
れ
が
、
一
番
先
か
な
。
僕
が
知
っ

て

る
ベ
レ
ー
帽
は
ね
。
で
、
ベ
レ
ー
帽
か
ぶ
っ
た
問
屋
さ
ん
だ
ね
。

（山
）
　
か
な
り
、
イ
ン
パ
ク
ト
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
普
通
の
格
好
じ
ゃ
な
か
っ
た
訳

で
す
よ
ね
。
営
業
歩
く
と
き
に
。

（天
）
　
オ
シ
ャ
レ
で
も
あ
っ
た
し
ね
。

（山
）
　
今
も
、
十
分
。

（
天
）
　
黒
い
ソ
フ
ト
・
黒
い
背
広
着
て
、
黒
い
靴
は
い
て
、
眼
鏡
で
も
掛
け
て
さ
、

歩
い
て
ご
ら
ん
よ
、
そ
ら
、
怖
い
で
す
ね
。
葬
儀
用
品
の
卸
や
っ
て
る
な
ん
て
誰
も

思

い

ま
せ
ん
よ
ね
。
今
で
も
、
ベ
レ
ー
帽
か
ぶ
っ
て
る
か
ら
、
そ
う
思
う
人
は
少
な

い
と
思
う
よ
。

　
現
在
も
天
野
さ
ん
は
ベ
レ
ー
帽
を
愛
用
し
て
お
り
、
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
も
な
っ

て

い

る
。
一
九
六
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
最
古
の
葬
儀
業
界
紙
で
あ
る
『
祭
典
新
聞
』

で

は
、
「
べ
れ
え
あ
ま
の
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
葬
儀
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

エ

ッ
セ
イ
を
二
〇
〇
一
年
ま
で
連
載
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
ベ
レ
ー
帽
の
愛
用
者
が
、
神
奈
川
県
湯
河
原
の
葬
儀
社
、
有
限
会
社
茂

登

山
商
店
の
先
代
社
長
で
あ
っ
た
故
茂
登
山
正
雄
さ
ん
で
あ
っ
た
。
茂
登
山
さ
ん
は

映

画
監
督
で
も
あ
り
俳
優
で
も
あ
っ
た
故
伊
丹
十
三
と
知
り
合
い
で
あ
り
、
映
画
「
お

葬
式
」
の
葬
儀
屋
海
老
原
役
を
や
っ
た
故
江
戸
家
猫
八
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
物
で

あ
る
。
た
し
か
に
生
前
茂
登
山
さ
ん
は
ベ
レ
ー
帽
を
愛
用
し
て
い
た
。
そ
れ
は
礼
服

を
着
て
い
て
も
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
生
前
筆
者

も
聞
い
て
い
た
。
ま
た
エ
ナ
メ
ル
の
靴
と
番
傘
も
用
い
て
い
た
が
、
こ
れ
は
他
の

人

の

靴
や

傘
と
す
ぐ
見
わ
け
が
つ
く
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
〔
伊
丹
　
一
九
八

五
一
　
七
九
〕
。

　
そ
の
他
に
も
八
戸
の
八
田
仏
具
店
の
八
田
宇
一
さ
ん
が
ベ
レ
ー
帽
を
か
ぶ
っ
て
い

た
た
め
に
影
響
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
特
徴
あ
る
装
い
が
業
界
で
も
有
名
に

な
っ
て
い
っ
た
一
つ
の
要
因
で
も
あ
っ
た
。

⑥
問
屋
と
し
て
の
新
規
事
業

　

に
っ
そ
う
は
、
次
々
と
従
来
の
問
屋
が
や
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
行
っ
た
こ
と
で
、

全
国
規
模
の
問
屋
と
し
て
戦
後
有
名
に
な
り
、
祭
壇
な
ど
の
流
行
を
作
り
出
し
、
戦

後
の
葬
具
の
形
式
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

①

業
界
初
の
カ
タ
ロ
グ

　
従
来
の
販
売
方
法
を
大
き
く
変
え
て
い
く
こ
と
で
全
国
規
模
の
業
者
と
な
っ
て

い

っ
た
。

（天
）
　
た
だ
ね
、
一
つ
だ
け
自
慢
で
き
る
の
は
、
自
画
自
賛
だ
け
ど
、
に
っ
そ
う
に

い

る
と
き
に
年
賀
状
、
頭
の
中
で
、
五
〇
〇
、
六
〇
〇
枚
住
所
録
見
な
い
で
全
部
書
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い

た
も
ん
ね
。
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
ね
。

（山
）
　
頭
の
中
に
全
部
入
っ
て
い
る
。

（
天
）
　
入
っ
て
い
た
ん
だ
ね
。
八
〇
〇
枚
ま
で
い
っ
た
か
ど
う
か
。
葬
儀
屋
さ
ん
っ

て

言

う
の
は
特
殊
な
ん
で
す
よ
商
売
が
。
だ
か
ら
、
何
々
町
、
た
と
え
ば
、
山
田
葬

儀
社
と
か
天
野
葬
儀
店
と
か
っ
て
書
け
ば
行
く
訳
よ
。
何
軒
も
無
い
か
ら
。

（山
）
　
番
地
が
要
ら
な
い
。

（
天
）
番
地
が
要
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
町
に
ど
う
ゆ
う
お
店
の
名
前
が
あ
っ
た

と
三
口
う
事
を
覚
え
て
い
る
だ
け
で
も
。

（山
）
　
財
産
で
す
ね
。

（
天
）
　
八
〇
〇
軒
と
い
う
の
は
凄
い
よ
。
今
は
、
歳
と
っ
て
忘
れ
た
け
れ
ど
も
九
州

の

川
内
、
東
北
の
仙
台
と
か
ね
。

（山
）
　
八
〇
〇
軒
と
い
う
の
は
、
全
部
、
回
っ
て
い
た
ん
で
す
か
。

（
天
）
　
回
っ
て
な
い
。
通
信
取
引
。
今
で
言
う
通
信
取
引
。
に
っ
そ
う
の
名
前
を
知

っ

て

い
て

手
紙
を
出
す
と
、
カ
タ
ロ
グ
を
出
し
た
と
言
う
。

（山
）
　
カ
タ
ロ
グ
と
い
う
の
は
、
当
時
珍
し
か
っ
た
ん
で
す
か
。

（
天
）
　
珍
し
い
、
珍
し
い
、
業
界
じ
ゃ
初
め
て
で
す
よ
。
今
、
仏
壇
屋
さ
ん
と
か
一

杯
あ
る
け
ど
、
葬
儀
業
界
じ
ゃ
カ
タ
ロ
グ
な
ん
て
要
ら
な
い
時
代
だ
っ
た
か
ら
ね
。

（山
）
　
そ
の
前
ま
で
、
ど
う
い
う
売
り
方
を
し
て
た
ん
で
す
か
。

（
天
）
　
自
転
車
に
積
ん
で
っ
て
見
せ
た
り
。
む
こ
う
の
要
望
が
こ
ん
な
の
無
い
か
っ

て

い
う
と
「
は
い
よ
」
っ
て
。

（山
）
　
口
頭
で

山天山天山天
現
物
取
引
。

カ
タ
ロ
グ
を
作
っ
て
全
国
へ
。

全
国
へ
配
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
ね
。

取
引
の
無
い
所
へ
も
で
す
か
。

名
簿
の
わ
か
る
所
へ
ね
。
ま
だ
、
組
合
の
で
き
て
な
い
。

反
響
は
ど
う
だ
っ
た
ん
で
す
か
。
売
上
は
伸
び
た
ん
で
す
か
。

（
天
）
　
伸
び
た
ん
で
し
ょ
う
ね
、
た
ぶ
ん
。
九
州
ま
で
品
物
を
送
っ
た
記
憶
が
あ
る

ん

で
す
。

（山
）
　
そ
れ
ま
で
は
、
商
圏
は
狭
か
っ
た
ん
で
す
か
。

（
天
）
　
話
は
戻
る
け
ど
、
丸
喜
さ
ん
の
姉
妹
会
社
み
た
い
な
も
ん
で
し
ょ
う
．
一

応
、
不
可
侵
協
約
は
結
ん
で
い
た
つ
も
り
な
の
よ
。
丸
喜
の
地
盤
、
に
っ
そ
う
の
地

盤
，
に
っ
そ
う
は
東
京
か
ら
北
と
、
箱
根
を
越
え
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
と
。
言
い
方
は

ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
。

（山
）
　
営
業
範
囲
は
、
関
東
以
北
と
。

（
天
）
今
で
も
、
関
東
以
北
の
方
が
、
名
は
知
れ
て
ま
す
け
ど
ね
。

（
山
）
　
天
野
さ
ん
、
カ
タ
ロ
グ
っ
て
い
う
の
は
い
つ
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ん
で
す
か
、
作
っ

た
の
。

（
天
）
　
さ
あ
明
確

な
の
は
覚
え
て
な

い

ん

だ

よ
な
。
昭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作

和
三
〇
年
の
前
半
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広

、

二

四
、
五
年
か
な
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浦

（
山
）
　
そ
の
こ
ろ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
提

と
祭
壇
の
あ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肺

（天
　

）
　

移
っ
て
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
音

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

子

ま
で
移
っ
て
な
い
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

思

う
ん
だ
よ
。
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劉

頃
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　

　
　

壇

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　

　
　

　

祭

　

こ
う
し
た
業
界
初
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

真

の

葬
儀
の
カ
タ
ロ
グ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
写

を
全
国
に
販
売
し
た
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こ
と
に
よ
っ
て
、
に
っ
そ
う
が
全
国
規
模
の
葬
儀
用
品
問
屋
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
〔
天
野
　
一
九
九
三
　
四
三
〕
。
そ
れ
は
年
賀
状
と
い
う
年
中
行
事
的

な
営
業
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
カ
タ
ロ
グ
販
売
に
よ
っ
て
、
全
国
の
葬
祭
業

者
が
祭
壇

を
仕
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
「
葬
儀
用
品
問
屋
と
情
報
」
の
映

像
の

中
で
も
扱
っ
て
い
る
が
、
山
梨
県
鰍
沢
町
の
総
合
葬
祭
河
野
で
も
に
っ
そ
う
と

通
信
取
引
を
行
い
、
河
野
さ
ん
の
ほ
う
で
も
東
京
御
徒
町
の
に
っ
そ
う
ま
で
仕
入
れ

に
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
つ

ま
り
葬
儀
社
の
側
で
は
、
地
方
ご
と
に
行
っ
て
い
た
葬
儀
に
、
東
京
か
ら
の
祭

壇

な
ど
が
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
飾
る
こ
と
で
し
だ
い
に
告
別
式
的
な

儀
礼
様
式
も
同
時
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　
葬
儀
祭
壇
は
東
京
近
郊
だ
け
で
な
く
、
全
国
に
お
い
て
葬
儀
社
が
仕
入
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
祭
壇
が
な
い
と
葬
儀
が
で
き
な
い
と
い
う
感
覚
も
作
り

出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
常
に
売
れ
る
た
め
の
祭
壇
の
開
発
が
問

屋
と
し
て
は
重
要
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

②

あ
ら
た
な
葬
具
の
開
発

（山
）
　
聞
く
と
こ
に
よ
る
と
、
棺
か
く
し
っ
て
い
う
も
の
を
開
発
し
た
の
も
に
っ
そ

う
だ
と
も
。

（天
）
　
ま
あ
、
開
発
と
い
う
か
、
ね
え
、
創
作
と
い
う
か
。
そ
れ
は
に
っ
そ
う
に
違

い
な
い
。

（山
）
　
そ
れ
は
ど
う
ゆ
う
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
ん
で
す
か
。

（天
）
　
そ
れ
は
単
純
明
解
で
ね
。
一
番
上
が
さ
み
し
い
な
、
棺
が
全
部
見
え
な
い
ほ

う
が
い
い
な
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
。

（山
）
　
ま
さ
に
棺
か
く
し
。

（天
）
　
棺
か
く
し
。
今
、
輿
と
い
う
の
は
棺
が
全
部
入
ん
な
き
ゃ
輿
に
な
ん
な
い
わ

け
。（山

）
　
運
ぶ
も
の
を
輿
。

（天
）
　
と
こ
ろ
が
今
は
飾
り
。
運
ぶ
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ

か

ら
。
私
は
い
つ
で
も
こ
れ
は
か
く
し
で
は
な
い
ん
だ
よ
。
棺
を
か
く
す
ん
だ
よ
。

な
ぜ
っ
て
前
は
向
こ
う
に
棺
が
あ
っ
た
ん
だ
か
ら
。
な
ん
で
前
に
き
た
の
？
っ
て
。

便
宜
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
け
ど
も
。
結
局
魂
と
い
う
の
は
一
番
奥
に
あ
っ
て
、

と
い
う
風
な
考
え
方
で
い
く
と
一
番
後
ろ
に
置
か
な
き
ゃ
い
か
な
い
わ
け
だ
。
そ
の

代

わ
り
大
事
な
所
を
隠
す
と
い
う
こ
と
か
ら
棺
か
く
し
と
い
う
名
前
な
ん
だ
け
ど
、

棺
な
ん
だ
か
ら
棺
か
く
し
っ
て
語
呂
が
悪
い
か
ら
。

（山
）
　
棺
か
く
し
。

（
天
）
　
（
う
な
ず
く
）
前
に
は
棺
前
っ
て
言
う
人
も
。
棺
前
飾
り
で
も
い
い
わ
け
。

最
初
は
棺
前
飾
り
っ
て
言
っ
て
た
と
思
う
け
ど
そ
れ
が
そ
の
う
ち
棺
か
く
し
に
な
っ

た
と
思
う
け
ど
。
そ
こ
ん
と
こ
ろ
が
定
か
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。

（山
）
　
棺
か
く
し
は
い
つ
ぐ
ら
い
に
で
き
た
ん
で
す
か
。

（天
）
　
そ
れ
が
三
〇
年
代
。

（山
）
　
カ
タ
ロ
グ
の
頃
に
。

（天
）
　
そ
う
そ
う
。
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
も
の
を
作
っ
た
。
竜
頭
と
か
新
し
い
製
品

を
創
作
し
た
時
点
で
、
「
よ
し
、
こ
れ
は
い
い
じ
ゃ
な
い
か
1
」
っ
て
、
作
っ
た
わ

け
だ
。
そ
れ
ま
で
は
作
る
ほ
ど
の
も
の
が
な
か
っ
た
訳
で
し
ょ
。

（山
）
　
要
す
る
に
昔
、
戦
前
か
ら
あ
る
も
の
で
ね
。

　

カ
タ
ロ
グ
の
製
作
と
新
製
品
の
開
発
は
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
わ
か
る
。
祭
壇
に
お
け
る
大
き
な
転
換
点
は
こ
の
棺
か
く
し
の
誕
生
で
あ

る
。
昭
和
初
期
に
は
枢
は
輿
に
入
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
戦
後
に
な
る
と
棺
を
輿

に
入
れ
る
こ
と
は
な
く
、
棺
を
直
接
安
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
前
に
は
位
牌

堂
が
置
か
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
枢
が
直
接
見
え
て
し
ま
う
た
め
、
従
来
の
輿
に
代
わ

る
物
と
し
て
開
発
さ
れ
た
。

　
し
か
し
輿
は
枢
の
す
べ
て
を
覆
う
の
に
対
し
て
、
棺
か
く
し
は
ま
さ
に
正
面
を
隠

す
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
新
規
開
発
の
祭
壇
道
具
は
、
新
し
い
も
の
な
の
で
付
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加
価
値
を
持
っ
て
葬
儀
社
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
業
者
に
よ
っ
て
は
「
棺
前
飾
り
」

と
も
い
っ
て
お
り
、
丸
喜
の
祭
壇
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
、
「
飾
輿
、
棺
前
飾
」
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
る
〔
丸
喜
　
　
一
九
九
三
〕
。

　
ま
た
天
野
さ
ん
が
一
時
独
立
し
て
「
天
野
勲
商
店
」
と
し
て
営
業
し
て
い
た
、

→
九
六
九

年
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
金
欄
祭
壇
の
セ
ッ
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

（資
料
1
）
。
そ
の
な
か
で
「
五
段
祭
壇
一
式
」
と
し
て
筆
頭
に
「
棺
か
く
し
（
飾
輿
）

普
通
品
」
と
し
て
項
目
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
個
別
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
「
飾

輿

（中
）
ケ
イ
コ
ー
灯
付
」
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
か
ら
、
昭
和
四
〇
年

代

に
は
飾
輿
、
棺
か
く
し
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
半
輿
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
枢
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
輿
を
「
本
輿
」
と

い
う
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
〔
山
田
　
一
九
九
六
　
三
七
－
三
八
〕
。

　

こ
う
し
て
棺
か
く
し
は
、
以
後
祭
壇
の
中
心
と
し
て
次
第
に
豪
華
に
な
り
宮
殿
化

し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
祭
壇
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
道
具
と
し
て
見
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
棺
か
く
し
の
な
い
祭
壇
は
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た

写真3　天野さんからの葬具の製作依頼

〔
山
田
　
一
九
九
六
　
三
八
ー
四
〇
〕
。
さ
ら
に
従
来
、
最
上
段
に
は
特
に
何
も
置
か
な

か
っ

た
神
道
祭
壇
な
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
変
化
か
ら
仏
式
と
は
意
匠
を
変
え
た
棺
か

く
し
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
な
ど
、
戦
後
の
祭
壇
の
形
態
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。

③

祭
壇
道
具
と
民
俗
の
流
用

（天
）
位
牌
堂
、

あ
る
け
ど
も
、

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　
天山天山天山天山）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）

春

日
灯
籠
、
六
灯
灯
籠
と
お
膳
と
な
ん
と
か
だ
っ
た
ら
ど
こ
で
も

た
昔
か
ら
。

六
灯
行
灯
だ
よ
ね
。

（山
）
　
そ
う
い
う
も
の
を
、
ち
ょ
う
ど
三
〇
年
の
頭
位
か
ら
い
ろ
ん
な
も
の
を
考
え

て
？

（天
）
　
そ
う
。
画
期
的
な
も
の
だ
か
ら
作
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
。
今
の
棺
か
く
し
を

作
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
す
る
時
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
が
山
谷
（
規
義
）
さ
ん
。
そ
れ
導

入

し
て
作
ろ
う
と
決
断
で
き
る
の
は
僕
し
か
い
な
い
訳
だ
。
に
っ
そ
う
で
。

（山
）
　
そ
れ
を
職
人
さ
ん
に
。
当
時
の
職
人
さ
ん
と
い
う
の
は
ま
だ
、
今
み
た
い
に

工
場
と
い
う
の
は
、

（
天
）
　
な
い
で
す
ね
。
ほ
と
ん
ど
、
内
職
。
家
内
工
業
。
弟
子
が
一
人
、
二
人
。
せ

い

ぜ
い

い
て
も
五
人
。

そ
う
す
る
と
例
え
ば
今
の
龍
灯
と
い
う
の
も
、
に
っ
そ
う
で
。

そ
う
そ
う
、
そ
の
頃
。

モ

デ
ル

に
な
っ
た
、
葬
列
の
龍
頭
と
か
。

そ
う
そ
う
。

あ
と
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
、
当
時
。

六

灯
立

に
火
袋
を
作
っ
た
り
ね
。

あ
っ
、
六
灯
に
火
袋
。
今
で
は
当
た
り
前
で
す
け
ど
ね
。

六
灯
の
前
に
彫
刻
は
っ
た
り
ね
。
高
欄
に
火
袋
付
け
た
り
ね
。
欄
干
は
あ
っ

　
　

こ
れ
は
お
寺
の
や
る
道
具
。
こ
れ
本
当
は
六
丁
で
六
灯
立
で
は
な
い
。
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（
山
）
　
そ
れ
だ
と
需
要
が
間
に
合
わ
な
い
？

（
天
）
　
そ
れ
だ
け
需
要
が
な
か
っ
た
っ
て
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
で
需
要
が
間
に

合
わ
な
く
な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
大
規
模
に
な
っ
て
、
道
具
を
使
わ
ず
機
械
化
に
な
っ

て
、
そ
れ
ま
で
全
部
手
作
業
で
す
か
ら
ね
。
話
は
別
だ
け
ど
、
葬
儀
屋
さ
ん
に
な
る

に
は
鉋
使
え
て
鋸
挽
け
て
、
金
槌
打
て
な
き
ゃ
だ
め
だ
と
。

（山
）
　
そ
れ
ぞ
れ
の
業
者
さ
ん
が
そ
れ
を
作
っ
て
た
。

（
天
）
作
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
う
ゆ
う
道
具
作
る
人
が
そ
れ
で
や
っ
て
た
と
思
う
。

（山
）
も
っ
と
簡
単
な
レ
ベ
ル
。

（
天
）
　
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
大
型
化
し
て
き
た
し
、
需
要
が
多
く
な
っ
て
き
た
か
ら
手

作
業
じ
ゃ
間
に
合
わ
な
い
か
ら
、
結
果
こ
う
ゆ
う
ふ
う
に
な
っ
た
わ
け
。

（
山
）
　
す
る
と
結
局
、
分
業
、
要
す
る
に
メ
ー
カ
ー
と
問
屋
と
葬
儀
社
の
分
業
が
む

し
ろ
三
〇
年
以
降
に
な
っ
て
で
き
て
き
た
。

（
天
）
　
指
物
師
と
彫
刻
師
、
建
具
屋
さ
ん
も
指
物
師
の
内
に
入
る
わ
け
だ
か
ら
簡
単

い
う
と
指
物
と
彫
刻
で
長
く
や
っ
て
い
た
。

（山
）
　
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と
変
わ
っ
て
き
た
。

（
天
）
　
だ
っ
て
、
指
物
師
っ
て
言
葉
使
わ
な
い
で
し
ょ
？
な
ん
で
指
物
師
っ
て
言
う

ん

だ

ろ
う
ね
。

（
山
）
も
の
さ
し
。

（
天
）
　
も
の
さ
し
で
し
ょ
う
ね
。
で
、
今
で
い
う
巻
尺
は
な
い
わ
け
で
し
ょ
。
曲
尺

と
一
尺
の
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
指
物
師
っ
て
言
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
こ
ん
な
か

で

も
っ
て
、
こ
う
い
う
仕
事
は
指
物
師
。
段
の
こ
う
ゆ
う
ね
。
だ
け
ど
こ
こ
は
彫
刻

師
。
ま
あ
、
い
ろ
い
ろ
な
者
が
合
体
し
て
作
っ
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
僕
は
職
人
じ
ゃ

な
い
か
ら
ど
う
し
て
こ
う
ゆ
う
も
の
に
な
っ
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
ど
、
指
物
師

と
彫
刻
師
が
一
体
化
し
た
お
も
な
も
の
だ
と
。
こ
れ
を
創
る
人
も
面
白
か
っ
た
け

ど
、
売
る
方
も
面
白
か
っ
た
ね
。
や
っ
ぱ
理
由
付
け
て
売
ら
な
い
と
売
れ
ま
せ
ん
も

ん
ね
。

　
新
製
品
の
一
方
で
従
来
か
ら
使
用
し
て
い
た
祭
壇
道
具
に
つ
い
て
も
次
第
に
工
夫

を
加
え
て
い
っ
た
。
位
牌
を
納
め
る
位
牌
堂
は
、
唐
破
風
の
屋
根
の
付
い
た
厨
子
の

よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
金
仏
壇
内
部
の
部
分
の
名
称
と
同
様
「
ク
ウ
デ
ン
（
宮
殿
）
」

と
も
言
っ
た
。
こ
れ
も
仏
像
や
位
牌
を
安
置
す
る
特
別
な
空
間
ゆ
え
に
厨
子
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
次
第
に
棺
か
く
し
が
豪
華
に
な
る
に
つ
れ
、
用
い
ら

れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
六

灯
と
は
、
今
で
は
ろ
う
そ
く
型
の
電
球
や
行
灯
、
雪
洞
が
六
本
連
な
っ
た
も
の

で

あ
る
が
、
葬
儀
祭
壇
を
使
用
す
る
前
か
ら
ろ
う
そ
く
を
連
ね
た
も
の
は
使
用
し
て

い

た
。
仏
式
の
葬
儀
で
は
古
い
葬
具
の
一
つ
と
し
て
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
丁

は
、
民
俗
レ
ベ
ル
で
は
辻
ろ
う
そ
く
と
も
い
わ
れ
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、

人
、
天
の
⊥
ハ
道
を
照
ら
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
六
道
を
守
護
す
る
六
地
蔵
と
の

関
連
も
意
識
さ
れ
て
い

た
〔
五
来
一
九
九
二

　

四
八
〇
ー
四
八
三
〕
。

各
地
の
民
俗
と
し
て
も

六
地

蔵
の
近
く
に
六
本

の

竹
の
ろ
う
そ
く
を
つ

け
る
な
ど
、
常
に
六
道

世
界
と
の
結
び
つ
き
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
が

ろ
う
そ
く
だ
け
で

な
く
、
火
袋
を
付
け
て

行
灯
や
雪
洞
と
な
っ
た

の

で
あ
る
。
こ
う
し
て

民
俗
と
し
て
利
用
さ
れ

て

い

た
も
の
が
、
流
用

さ
れ
、
商
品
と
し
て
開

，

写真4　牡丹六灯行灯（天野さんのアルバムより）
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発
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
春

日
灯
籠
と
は
、
春
日
大
社
の
門
前
に
あ
る
灯
籠
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
祭
壇
で

用
い
て
い
る
灯
籠
は
微
妙
に
異
な
っ
て
お
り
、
妻
入
り
の
屋
根
の
形
が
唐
破
風
の
曲

線

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
神
社
と
の
差
異
を
表
現
す
る
な
か
で
、
仏
教
的
独
自
性

を
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
お
膳
や
水
器
は
供
物
を
盛
る
器
で
あ
る
が
、
死
者
に
供
え
る
た
め
の
特
別
の
形
態

を
し
て
い
る
。
ま
た
花
足
も
真
宗
寺
院
等
で
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
寺
院
で
の

供

物
の
台
で
あ
り
、
そ
こ
に
高
く
積
み
上
げ
た
餅
や
菓
子
な
ど
を
供
え
る
台
で
あ

る
。
関
西
あ
た
り
で
は
仏
壇
に
供
え
る
小
さ
な
丸
餅
の
こ
と
を
オ
ケ
ソ
ク
と
呼
ん
で

い

る
の
も
、
花
足
に
餅
を
盛
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
次
第
に
餅
自
体
を
指
す
こ
と
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
当
初
使
わ
れ
始
め
た
祭
壇
は
、
従
来
の
使
用
法
か
ら
の
流
用
が
行
わ

れ

て

い

る
。
し
か
し
一
方
で
、
葬
儀
的
な
、
ま
た
仏
教
的
な
意
味
づ
け
を
喚
起
す
る

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ア
の
源
泉
は
や
は
り
、
仏
教
寺
院
で

あ
る
こ
と
が
以
下
の
話
か
ら
わ
か
る
。

（
山
）
　
そ
の
、
デ
ザ
イ
ン
、
ア
イ
デ
ア
っ
て
み
た
い
な
も
の
と
い
う
の
は
ど
う
ゆ
う

も
の
か
ら
と
っ
た
ん
で
す
か
？

（
天
）
　
ま
ず
、
お
寺
の
道
具
。
そ
れ
と
あ
と
は
葬
儀
の
葬
列
。
だ
か
ら
、
一
説
、
僕

ら
も
そ
う
ゆ
う
説
唱
え
た
ん
だ
け
ど
、
祭
壇
道
具
が
葬
列
の
道
具
の
原
点
だ
っ
て
い

う
事
を
僕
も
三
口
っ
た
事
が
あ
る
ん
だ
け
ど
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
逆
な
ん
だ
よ
ね
、
葬

列
の
道
具
が
祭
壇
道
具
の
原
点
。
葬
列
は
昔
か
ら
あ
る
わ
け
で
。
そ
れ
に
は
必
ず
灯

か

り
が
つ
い
て
龍
が
つ
い
て
、
旗
、
六
道
も
っ
て
、
お
膳
を
も
っ
て
位
牌
を
持
っ
て

る
わ
け
だ
。
そ
れ
が
結
局
、
祭
壇
化
し
た
。

（
山
）
　
自
宅
告
別
式
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
壇
化
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
よ

ね
。（

天
）
　
祭
壇
化
し
た
も
の
が
今
度
は
、
祭
壇
を
飾
っ
て
も
葬
列
を
組
む
。
そ
れ
が
な

ん

と
な
く
、
祭
壇
道

具
が
葬
列
の
道
具
み

た
い
な
あ
い
ま
い
な

も
の
な
ん
だ
け
れ
ど

も
。
そ
れ
じ
ゃ
、
今

度
考
え
て
み
る
と
霊

枢
車
の
問
題
も
そ
う

で

し
ょ
？
輿
が
あ
っ

た
と
き
は
土
葬
で

も
っ
て
担
い
で
い
っ

た
わ
け
だ
。
そ
れ
が

霊
枢
車
に
な
っ
た
わ

け
だ
か
ら
。
霊
枢
車

と
輿
が
ど
っ
ち
が
早

い

か

と
い
う
と
輿
の

ほ
う
が
早
い
か
ら

ね
∩
．（山

）

写真5　収骨器メーカーを訪れた天野さん佑）（瀬戸市株式会社アサノ）

　
　
　
そ
う
す
る
と
今
の
我
々
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
祭
壇
は
だ
い
た
い
昭
和
一
、
一
〇
年
代

ぐ
ら
い
に
で
き
て
く
る
と
？

（
天
）
　
そ
う
ゆ
う
こ
と
。
だ
か
ら
要
す
る
に
文
献
み
た
り
な
ん
か
す
る
と
大
正
時
代

も
昭
和
の
初
め
も
戦
中
戦
後
も
祭
壇
ら
し
い
も
の
は
あ
っ
た
は
ず
な
ん
で
す
よ
．
道

具

も
ね
。
原
点
が
要
す
る
に
位
牌
と
モ
リ
モ
ノ
と
灯
か
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
わ
け
だ
か
ら
、
あ
っ
た
わ
け
な
ん
だ
。
そ
れ
を
装
飾
か
ら
き
た
っ
て
い
う
の
か

な
、
形
を
変
え
て
い
っ
て
あ
で
や
か
っ
て
い
う
の
も
お
か
し
い
け
れ
ど
、
な
ん
と
か

形

を
作
っ
た
の
が
三
〇
年
か
ら
、
一
番
は
三
五
年
か
ら
四
〇
年
の
間
じ
ゃ
な
い
か
な
。

（
山
）
　
そ
う
す
る
と
そ
の
頃
に
も
う
彫
刻
の
段
自
体
が
出
来
て
く
る
？

（
天
）
　
そ
う
。
昔
の
材
質
が
厚
い
も
ん
だ
っ
た
か
ら
高
い
も
ん
だ
っ
た
け
ど
も
、
大
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量
生
産

で
安
く
売
る
為
に
は
同
じ
板
で
も
、
彫
刻
の
板
で
も
一
寸
の
板
が
八
分
に
な

り
、
八
分
の
板
が
六
分
に
な
り
。
材
料
の
質
と
い
う
よ
り
厚
さ
、
と
い
う
こ
と
。
変

わ
っ
て
き
て
い
る
と
思
う
け
ど
。

　

こ
う
し
た
祭
壇
な
ど
の
新
製
品
の
開
発
は
、
一
方
で
そ
れ
を
使
用
さ
せ
る
た
め
の

意
味
づ
け
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
理
由
付
け
る
た
め
に
は
販
売
の
現
場
で

は

時
に
は
逆
転
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
慣
習
的
な

利
用
が
お
も
で
あ
る
た
め
、
そ
の
理
由
付
け
が
必
要
な
の
は
大
き
な
転
換
点
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
は
そ
れ
ほ
ど
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
民
俗
レ
ベ
ル
で
も
同

様
の
こ
と
が
起
き
て
い
る
〔
山
田
　
一
九
九
五
　
四
三
ー
四
四
〕
。

　

ま
た
宗
教
的
、
民
俗
的
な
意
味
づ
け
だ
け
で
な
く
、
遺
族
の
感
情
に
訴
え
る
営
業

も
行
わ
れ
て
い
た
。

（山
）
　
ま
た
、
蛍
光
灯
が
入
り
。

（
天
）
　
蛍
光
灯
だ
っ
て
、
あ
な
た
、
三
色
の
蛍
光
灯
。
ま
る
で
キ
ャ
バ
レ
ー
の
看
板

じ
ゃ
な
い
け
ど
ピ
ン
ク
と
青
と
、
な
ん
て
や
っ
た
こ
と
あ
る
。

（山
）
　
あ
り
ま
し
た
ね
、
ネ
オ
ン
が
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
グ
リ
ー
ン
と
か
、
ま
た
、

そ
れ
が
ま
た
い
ろ
い
ろ
作
っ
た
ら
売
れ
た
。

（天
）
　
そ
う
い
う
も
の
を
我
々
が
説
明
を
加
え
な
が
ら
売
る
わ
け
よ
。

（山
）
　
例
え
ば
ど
う
ゆ
う
説
明
を
加
え
る
の
で
す
か
？

（
天
）
　
や
っ
ぱ
り
ね
、
若
い
人
（
亡
く
な
っ
た
人
）
は
派
手
や
か
さ
を
持
っ
て
な

き
ゃ
い
け
な
い
か
ら
ね
、
と
か
ね
。
綺
麗
な
も
の
を
や
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
か
ね
。

ピ
ン
ク
は
あ
ま
り
勧
め
な
か
っ
た
け
ど
ね
、
口
八
丁
、
手
八
丁
で
か
な
り
い
ろ
い
ろ

と
意
味
の
あ
る
よ
う
な
、
な
い
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、
悪
く
い
え
ば
売
り
つ
け
た
。

結

局
使
わ
な
く
な
っ
た
っ
て
い
う
の
は
葬
儀
屋
さ
ん
が
飽
き
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ

う
ゆ
う
あ
ま
り
派
手
な
こ
と
を
や
る
と
消
費
者
の
ほ
う
か
ら
の
苦
情
が
あ
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
ね
。

（山
）
　
結
果
的
に
う
け
な
か
っ
た
。

（天
）
　
だ
か
ら
一
回
、
フ
リ
ッ
カ
ー
電
球
っ
て
い
っ
て
、
こ
う
ゆ
う
ロ
ウ
ソ
ク
の
炎

が
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
、
あ
れ
が
］
時
期
売
れ
た
時
が
あ
っ
た
。
面
白
い
話
が
あ
る
ん
だ
、

山
梨
県
の
八
ヶ
岳
の
裾
野
で
ね
、
祭
壇
で
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
し
て
た
ら
年
寄
り
が
（
た

ば

こ
の
）
火
を
点
け
よ
う
と
し
た
。
間
違
っ
て
ね
。
そ
う
ゆ
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

　
新

た
な
技
術
に
よ
っ
て
祭
壇
も
大
き
く
か
わ
っ
て
い
っ
た
が
、
電
飾
の
効
果
は
や

は
り
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ピ
ン
ク
や
緑
、
青
の
ネ
オ
ン
を
行
灯
や
祭
壇
自
体
に

組
み
込
ん

で

い
っ

た
。
一
方
で
こ
う
し
た
電
飾
は
彫
刻
祭
壇
よ
り
も
安
価
で
見
栄
え

の

よ
い
も
の
で
あ
り
、
祭
壇
が
一
般
化
し
て
い
く
要
素
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
な

か

で
遺
族
の

感
情
に
訴
え
る
よ
う
に
、
「
若
い
故
人
だ
か
ら
派
手
な
色
も
必
要
だ
」

な
ど
と
、
宗
教
的
民
俗
的
な
意
味
付
け
だ
け
が
販
売
促
進
の
た
め
の
要
素
と
は
な
ら

な
か
っ
た
。

⑦
葬
祭
業
の
職
祖
伝
承

　
一
方
で
、
民
俗
的
に
は
歴
史
的
深
度
の
浅
い
葬
祭
業
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
衿
持

と
す
る
伝
承
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
ま
た
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（天
）
　
葬
儀
っ
て
い
う
の
は
、
僕
も
か
な
り
、
回
っ
た
の
は
北
海
道
は
一
回
し
か
な

か

っ

た
け
ど
、
東
北
か
ら
な
に
か
ら
回
っ
た
け
ど
、
葬
儀
屋
さ
ん
っ
て
い
う
の
は
僕

ら
が
言
う
の
も
お
か
し
い
け
ど
、
非
常
に
僻
み
根
性
を
持
っ
た
、
葬
式
を
扱
っ
て
い

る
と
い
う
暗
い
イ
メ
ー
ジ
。
あ
ま
り
表
に
出
な
い
仕
事
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
非
常
に

多
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
と
あ
と
ひ
と
つ
、
自
分
の
と
こ
ろ
で
作
っ
て
自
分
の
ま
わ
り

で
で

き
た
こ
と
だ
か
ら
、
外
で
物
を
売
っ
た
り
買
っ
た
り
が
な
い
。
で
き
る
の
は
結

局
食
料
品
だ
け
で
ね
。
葬
儀
品
そ
の
も
の
自
分
た
ち
で
調
達
し
て
た
ね
。

　

で
、
あ
る
時
、
長
野
県
の
小
布
施
町
の
桐
原
さ
ん
て
い
う
葬
儀
屋
さ
ん
、
僕
が
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二

五
、
六
歳
の
時
か
三
七
歳
の
時
、
そ
の
お
や
じ
さ
ん
六
〇
、
七
〇
歳
に
な
っ
て
た

か

な
、
「
お
い
天
野
君
、
葬
式
好
き
か
い
？
」
っ
て
言
わ
れ
た
。
お
葬
式
好
き
だ
っ

て

人

い

な
い
か
ら
「
さ
あ
～
、
う
～
ん
」
言
っ
た
ら
、
「
お
葬
式
好
き
じ
ゃ
な
き
ゃ

こ
う
ゆ
う
仕
事
で
き
な
い
ん
だ
よ
」
。
そ
れ
は
わ
か
っ
た
よ
、
で
も
葬
式
好
き
だ
っ

て

世

間
様
で
好
き
だ
っ
て
人
は
い
な
い
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
好
き
じ
ゃ
な
き
ゃ
で
き

な
い
っ
て
、
そ
の
人
は
も
う
根
っ
か
ら
の
職
人
さ
ん
、
作
る
人
で
位
牌
を
作
っ
て
、

な
に
か
ら
な
に
ま
で
自
給
自
足
じ
ゃ
な
い
け
ど
売
っ
て
た
人
だ
な
。
何
で
っ
て
、
誇

り
を
も
持
っ
て
や
れ
よ
、
誇
り
を
持
っ
て
。
そ
の
人
が
言
い
伝
え
た
い
こ
と
は
今
だ
っ

た
ら
わ
か
る
。
若
い
人
は
わ
か
ん
な
い
な
。
源
平
合
戦
の
頃
、
死
体
が
野
に
山
に
ゴ

ロ

ゴ

ロ

転
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
ね
、
朝
廷
か
偉
い
人
が
片
づ
け
て
、
埋
葬
し
て
供

養
し
な
さ
い
、
綺
麗
に
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
の
が
源
氏
の
大
将
だ
。
源
氏
と
い
う

　
　
（
9
）

の

は
白
の
旗
印
の
源
氏
が
大
将
を
や
っ
た
ん
だ
か
ら
、
ミ
カ
ド
の
ほ
う
か
ら
命
令
さ

れ

た
ん
だ
か
ら
、
我
々
の
仕
事
は
ミ
カ
ド
か
ら
指
示
さ
れ
た
流
れ
だ
よ
。
だ
か
ら
源

氏

は
偉
い
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
俺
た
ち
は
も
っ
と
自
信
を
持
っ
て
や
っ
た
ら
ど
う
だ
っ

て
。
源
平
は
わ
か
っ
た
け
ど
、
う
ー
ん
、
と
考
え
ち
ゃ
っ
て
ね
。
そ
う
ゆ
う
こ
と
を
ね
、

言
っ
て
、
自
信
を
持
っ
て
葬
儀
を
扱
っ
て
い
る
人
が
い
た
っ
て
い
う
の
は
刮
目
さ
れ

る
、
僕
は
ね
。
そ
れ
か
ら
ね
こ
れ
は
す
げ
ー
、
意
味
わ
か
ん
な
い
け
ど
。
よ
し
俺
も

葬
式
好
き
に
な
っ
て
や
ろ
う
、
て
思
っ
た
ね
。
と
い
う
の
は
物
を
売
る
ん
じ
ゃ
な
く

て

葬
式
そ
の
も
の
の
大
事
さ
を
加
え
て
物
を
売
り
な
さ
い
、
商
売
し
な
さ
い
。
そ
れ

が
今
の
僕
の
原
点
じ
ゃ
か
な
。
あ
れ
は
い
い
話
だ
と
思
っ
た
よ
。

（山
）
　
そ
れ
は
す
ご
い
出
会
い
で
す
ね
。

（天
）
　
そ
の
時
に
、
今
の
私
だ
っ
た
ら
も
う
ち
ょ
っ
と
、
ど
っ
か
ら
聞
い
た
話
な
の

か
、
ど
の
文
献
が
あ
っ
た
の
か
と
、
ど
こ
で
。
た
だ
、
ふ
う
ー
ん
、
と
帰
っ
て
き
た
。

ま
だ
当
時
二
二
歳
だ
か
ら
。
調
べ
る
こ
と
も
ね
、
調
べ
る
人
も
い
な
い
時
代
で
す
か

ら
ね
。

に
携
わ
る
こ
と
で
、
誇
り
を
持
つ
よ
う
な
っ
た
印
象
深
い
話
で
あ
る
。
小
布
施
町
の

桐
原
さ
ん
が
い
う
よ
う
に
、
葬
祭
業
の
起
源
は
、
源
平
合
戦
の
頃
に
、
朝
廷
か
ら
源

氏
の
大
将
が
死
体
を
片
付
け
供
養
す
る
よ
う
に
い
い
つ
か
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
。
な

の

で
自
ら
の
仕
事
は
朝
廷
の
命
を
受
け
た
流
れ
だ
と
い
う
。
よ
っ
て
仕
事
に
自
身
を

も
て
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
話
を
聞
い
て
思
い
出
す
の
が
、
木
地
屋
に
お
け
る
惟
喬
親
王
を
職
祖
と
す
る

伝
承
で
あ
る
〔
橋
本
　
一
九
七
九
〕
。
惟
喬
親
王
の
場
合
は
都
か
ら
の
流
浪
と
い
っ
た

貴
種
流
離
諏
で
も
あ
る
が
、
こ
の
葬
祭
業
の
起
源
伝
承
の
場
合
、
そ
こ
ま
で
の
広
が

り
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
ほ
ど
職
業
と
し
て
の
歴
史
的
深
度
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

職
祖
を
源
氏
と
い
う
貴
種
に
求
め
る
従
来
の
伝
承
の
形
態
を
と
つ
て
お
り
、
興
味
が

ひ

か
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
す
で
に
こ
の
話
を
し
た
桐
原
さ
ん
も
亡
く
な
り
、
そ
の
葬
儀
社
の
跡
を
継
い
だ
ご

子
息
夫
妻
も
こ
う
し
た
話
は
聞
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
い
、
今
と
な
っ
て
は
確
か
め

よ
う
も
な
い
。
要
は
そ
れ
が
歴
史
的
に
正
し
い
か
否
か
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
話
を

伝
え
、
そ
れ
を
衿
持
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

⑧
問
屋
業
以
外
の
活
動

　
天
野

さ
ん
が
葬
儀
業
界
の
中
で
一
定
の
地
位
を
保
っ
て
い
る
の
も
、
問
屋
業
と
し

て

有
名
だ
か
ら
で
は
な
く
、
以
下
の
よ
う
な
多
彩
な
活
動
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
た
活
動
が
知
識
の
正
統
性
を
獲
得
し
、
一
定
の
発
言
力
を
持
つ
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

①

葬
送
文
化
研
究
会

こ
こ
で
は
葬
送
文
化
研
究
会
の
発
足
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

葬
祭
業
の
職
祖
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。
天
野
さ
ん
自
身
が
こ
う
し
た
葬
儀
産
業

（天
）
　
結
局
、
葬
送
文
化
研
究
会
っ
て
い
う
の
は
、
私
が
創
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
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だ
け
ど
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
山
床
（
節
子
）
さ
ん
て
い
う
の
が
大
学
の
先
生
と
作
っ

て

そ
こ
に
呼
ば
れ
た
ん
だ
け
ど
、
葬
送
文
化
研
究
会
っ
た
原
点
て
い
う
の
は
八
木
澤

　
（
肚
一
）
教
授
と
日
大
の
浅
香
（
勝
輔
）
先
生
が
二
人
で
『
火
葬
場
』
（
一
九
八
三
）
っ

て

い

う
本
を
作
っ
た
。
出
版
し
た
時
に
山
床
さ
ん
と
い
う
業
界
紙
の
記
者
が
そ
こ
ヘ

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
そ
れ
か
ら
話
に
よ
る
と
八
木
澤
先
生
が
火
葬
場
を
作
る
時
に
風
習

が

あ
る
か
ら
文
献
を
調
べ
よ
う
と
思
っ
た
け
ど
、
葬
儀
に
対
す
る
文
献
が
ぜ
ん
ぜ
ん

な
い
。

（山
）
　
民
俗
学
系
の
は
あ
っ
た
よ
う
な
気
は
し
ま
す
け
ど
。

（天
）
　
民
俗
学
系
に
は
あ
っ
た
の
。
た
だ
僕
が
考
え
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
風
習
は
皆
違

い

ま
す
よ
ね
、
土
地
土
地
に
よ
っ
て
。
風
習
が
違
い
な
が
ら
使
っ
て
い
る
も
の
は
同

じ
で
す
よ
ね
。
ほ
と
ん
ど
。

（山
）
　
似
て
ま
す
よ
ね
。

（
天
）
　
そ
れ
が
非
常
に
僕
は
面
白
い
。
で
、
新
潟
県
の
田
舎
に
火
葬
場
作
る
の
に
、

民
俗
学
に
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
書
い
て
な
い
ん
だ
。

（山
）
　
そ
う
で
す
ね
、
特
に
現
在
の
こ
と
は
、
昔
は
こ
う
だ
っ
た
と
い
う
の
は
あ
る

か
も
し
れ
な
い
け
ど
。

（天
）
　
そ
れ
を
や
る
に
は
何
か
作
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
な
、
そ
れ
じ
ゃ
、
研
究
会
で

も
や
る
か
、
研
究
会
ま
で
い
か
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
、
仲
間
を
呼
ん
で
そ
う
ゆ
う

話
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
山
床
さ
ん
が
誰
か
い
な
い
か
っ
て
言
っ
た
時
に
、
一

番
の
適
任
者
が
い
る
よ
と
い
う
こ
と
で
僕
が
呼
び
出
さ
れ
た
訳
だ
。

（山
）
　
そ
の
頃
か
ら
業
界
で
は
、
も
う
一
足
の
草
鮭
を
履
く
の
は
有
名
に
な
っ
て
た

ん

で
す
か
？

（
天
）
　
『
祭
典
新
聞
』
に
文
を
書
い
た
り
ね
、
組
合
を
作
っ
た
り
奔
走
は
し
て
た
。

二
足
の
草
鮭
、
今
は
何
足
か
知
ら
な
い
け
ど
。
研
究
会
の
時
に
面
白
い
の
は
集
ま
っ

た
の
は
、
葬
儀
屋
さ
ん
っ
て
い
う
の
は
一
軒
し
か
い
な
か
っ
た
ん
だ
か
ら
ね
。
あ
た

し
と
飯
田
の
伊
藤
（
一
男
）
さ
ん
。
そ
れ
呼
ん
だ
と
き
に
一
番
先
に
な
っ
た
ん
だ
か

ら
、
あ
の
人
。

（山
）
　
伊
藤
さ
ん
は
ど
う
い
う
あ
れ
で
。

（天
）
　
僕
の
取
引
先
で
、
伊
藤
さ
ん
は
も
と
も
と
そ
う
ゆ
う
こ
と
進
取
に
富
ん
で
る

人
で

ど
こ
へ
で
も
顔
を
出
し
た
い
人
だ
か
ら
、
こ
う
ゆ
う
の
あ
る
ん
だ
け
ど
、
ど
う
、

お
う
、
出
る
出
る
。
と
、
そ
の
時
い
た
の
が
、
八
木
澤
さ
ん
と
山
床
さ
ん
と
あ
た
し

と
今
は
亡
く
な
っ
た
け
ど
博
善
の
火
葬
場
の
人
と
建
築
家
の
杉
山
（
昌
司
）
さ
ん
と

伊
藤
さ
ん
と
あ
と
二
人
誰
が
い
た
な
、
類
は
友
を
呼
ぶ
と
い
う
と
表
現
が
悪
い
け
ど
、

仲
間
う
ち
で
こ
う
ゆ
う
の
や
る
け
ど
や
ら
な
い
っ
て
、
集
ま
っ
て
き
た
。
三
回
目
く

ら
い
で
僕
は
お
葬
式
の
話
し
を
し
た
。
素
人
の
集
ま
り
だ
か
ら
、
伊
藤
さ
ん
黙
っ
て

て

く
れ
な
っ
て
い
っ
て
口
を
封
じ
と
い
て
、
す
る
と
み
ん
な
質
問
す
る
わ
け
だ
。
祭

壇
っ
て
ど
う
し
て
飾
る
の
、
何
段
あ
る
の
と
か
、
何
て
い
う
の
と
か
。
そ
れ
か
ら
始

ま
っ
た
。
八
木
澤
先
生
も
い
く
ら
博
士
だ
っ
て
い
っ
て
も
、
そ
う
ゆ
う
の
わ
か
ん
な

い
わ

け
ね
。
そ
う
ゆ
う
こ
と
に
つ
い
て
僕
が
一
番
わ
か
っ
て
た
ん
だ
な
。
そ
の
う
ち

大
勢
は
い
っ
て
き
て
ね
。

　
葬
送
文
化
研
究
会
（
略
称
葬
文
研
）
は
一
九
八
五
年
九
月
に
設
立
さ
れ
、
第
一
回

の

研
究
会
が
東
京
電
機
大
学
で
開
か
れ
た
。
こ
の
研
究
会
は
現
代
の
葬
送
文
化
に
つ

い
て

関
心
の
あ
る
人
々
が
研
究
者
や
業
界
関
係
者
な
ど
幅
広
く
あ
つ
ま
っ
て
作
ら
れ

た
研
究
会
で
あ
る
。
発
起
人
は
東
京
電
機
大
学
教
授
八
木
澤
肚
一
さ
ん
と
フ
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
山
床
節
子
さ
ん
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
こ
の
研
究
会
は
発
展
解
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

し
、
二
〇
〇
二
年
四
月
に
現
在
の
葬
送
文
化
学
会
に
改
組
し
た
。
天
野
さ
ん
は
葬
送

文
化
学
会
の
初
代
会
長
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
研
究
会
が
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
の
出
会
い
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ

れ

は
単
に
業
務
拡
大
で
は
な
く
、
葬
送
文
化
に
つ
い
て
の
関
心
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

し
た
葬
儀
へ
の
関
心
が
フ
ユ
ー
ネ
ラ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
の
後
進
の
育
成
に
も
つ
な

が
っ

て

い

っ

た
の
で
あ
っ
た
。

②
青
年
フ
ユ
ー
ネ
ラ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
女
性
フ
ユ
ー
ネ
ラ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
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業
界
の
若
手
の
人
々
の
学
び
の
場
で
も
天
野
さ
ん
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。（

天
）
今
度
は
伊
藤
さ
ん
と
、
話
し
て
い
て
今
か
ら
五
年
一
〇
年
、
互
助
会
が
大

き
く
な
っ
て
農
協
が
始
め
て
何
が
始
め
て
わ
か
ん
な
い
よ
、
我
々
の
業
界
か
な
り
沈

滞
化
し
ち
ゃ
う
よ
と
。
今
、
我
々
壮
年
が
集
ま
っ
て
知
恵
を
結
集
し
て
次
の
世
代
に

な
に
か
渡
さ
な
い
と
躁
欄
さ
れ
ち
ゃ
う
よ
。
じ
ゃ
あ
、
な
ん
か
つ
く
っ
て
敵
味
方
大

勢
集
ま
っ
て
次
の
世
代
の
為
に
な
ん
か
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
い
い
ね
っ
、
て
い
っ

た
ら
、
二
年
く
ら
い
た
っ
た
創
る
前
に
伊
藤
さ
ん
が
亡
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
け
だ
。

こ
っ
ち
も
残
念
、
一
人
じ
ゃ
作
る
の
大
変
、
そ
の
前
に
葬
儀
屋
さ
ん
と
か
話
し
て
仲

間
は
い
た
ん
だ
け
ど
も
、
さ
あ
弱
っ
た
な
っ
て
言
っ
て
た
ら
伊
藤
の
一
男
さ
ん
の
息

子
の

茂
雄
君
に
、
こ
う
ゆ
う
こ
と
お
や
じ
さ
ん

が
言
っ
た
ん
で
や
ら
な
い
か
っ
て
言
っ
た
ら
や

ろ
う
っ
て
な
っ
た
。
じ
ゃ
あ
、
僕
ら
は
オ
ジ
ン

じ
ゃ
な
い
か
ら
青
年
ク
ラ
ブ
に
し
よ
う
っ
て
、

そ
れ
で
青
年
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
で
き
た
。

（
山
）
　
そ
れ
が
そ
も
そ
も
の
青
年
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
始
ま
り
。

（
天
）
　
そ
の
時
に
は
、
葬
送
文
化
研
究
会
は

あ
っ
た
わ
け
よ
。
な
ぜ
か
っ
て
い
う
と
青
年

フ

ォ
ー
ラ
ム
創
る
時
に
一
番
先
、
東
京
電
機
大

学
で
や
っ
て
、
二
度
目
に
八
木
澤
先
生
を
顧
問

に
迎
え
て
や
ろ
う
か
っ
て
話
が
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
若
い
人
達
が
学
者
と
一
緒
に
話
が
で
き
る

か

な
、
と
い
う
疑
問
視
が
あ
っ
た
の
ね
。
商
談

に
乗
っ
て
と
い
っ
て
も
学
者
に
我
々
の
仕
事
が

わ
か
ら
な
い
。
僕
だ
っ
た
ら
知
っ
て
る
わ
け

だ
。
僕
が
声
を
掛
け
て
作
っ
た
わ
け
だ
か
ら
顧
問
を
や
っ
て
く
れ
な
い
、
い
い
よ
っ

と
，
葬
送
文
化
研
究
会
が
始
ま
っ
て
二
〇
年
に
な
る
の
か
な
、
青
年
フ
ユ
ー
ネ
ラ
ル

フ

ォ
ー
ラ
ム
が
一
〇
年
く
ら
い
か
な
。
だ
か
ら
青
年
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
土
台
が
葬
送
文

化
研
究
会
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。

（山
）
　
し
か
も
伊
藤
さ
ん
と
の
出
会
い
。

（
天
）
　
出
会
い
。
い
つ
も
僕
が
影
と
な
り
日
向
に
な
り
い
た
ん
だ
け
ど
ね
。
結
局
そ

れ

で
だ
ん

だ
ん

増

え
て
き
て
、
そ
の
頃
、
斎
場
の
建
築
ブ
ー
ム
で
青
年
フ
ユ
ー
ネ
ラ

ル

フ

ォ
ー
ラ
ム
で
き
た
頃
、
雨
後
の
竹
の
子
の
ご
と
く
斎
場
が
で
き
は
じ
め
、
皆
は

そ
れ
を
見
学
し
て
自
分
た
ち
の
参
考
に
し
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
あ
れ
は
か
な
り
役
に

立
っ

た
と
思
う
の
。
と
い
う
の
は
個
人
で
見
に
行
く
の
と
大
勢
で
見
に
行
く
の
と
、

切

磋
琢
磨
が
違
う
。
そ
れ
で
皆
か
な
り
、
勉
強
に
な
っ
た
と
思
う
の
。
そ
の
う
ち
今

写真6　青年フユーネラルフォーラムでの研究会

写真7　女性フユーネラルフォーラムでの研究会
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度
、
女
の
人
が
い
た
ら
、
私
た
ち
の
意
見
が
ち
っ
と
も
通
ら
な
い
か
ら
。

（天
）
　
女
性
の
意
見
が
通
る
な
ん
か
を
作
り
た
い
ね
っ
て
。
女
性
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を

作

り
た
い
か
ら
っ
て
お
願
い
し
に
、
僕
の
所
に
来
た
訳
。
じ
ゃ
あ
、
ま
あ
い
い
や
っ

て
。
男
性
の
親
分
も
女
性
の
親
分
に
な
る
の
も
い
い
や
っ
て
、
女
性
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

も
作
っ
た
。

（山
）
　
女
性
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
し
て
も
青
年
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
し
て
も
珍
し
い
の
が
業

界
の
枠
を
越
え
た
っ
て
い
う
の
が
。

（
天
）
　
打
算
を
超
越
し
た
、
自
分
達
の
知
恵
を
す
べ
か
ら
く
伝
え
た
り
戴
い
た
り

そ
う
ゆ
う
と
こ
ろ
の
違
い
が
あ
る
、
互
助
会
と
か
、
農
協
と
か
は
そ
う
ゆ
う
の
仕
事

じ
ゃ
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
入
れ
て
な
い
。
ま
た
、
入
り
た
い
っ
て
い
う
人
も
来

て

な
い
ん
だ
け
ど
。
互
助
会
だ
ろ
う
と
な
ん
だ
ろ
う
と
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
。
枠
を

こ
え
て
非
常
に
良
い
シ
ス
テ
ム
だ
と
思
う
。
最
近
、
違
っ
て
き
て
葬
儀
業
界
じ
ゃ
な

い

人

も
入
っ
て
来
て
い
る
か
ら
良
い
の
か
悪
い
の
か
。
仕
掛
け
た
ん
だ
か
、
仕
掛
け

ら
れ
た
人
間
の
僕
と
し
て
は
。

　

青
年
フ
ユ
ー
ネ
ラ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
一
九
九
三
年
に
若
手
の
葬
祭
業
の
関
係
者

が
集
ま
っ
て
作
っ
た
研
究
会
で
あ
り
、
そ
の
顧
問
と
し
て
天
野
さ
ん
が
さ
ま
ざ
ま
な

支
援

を
し
て
い
る
。
と
く
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
は
各
地
で
斎
場
建
設
が
進
ん
で

い
っ

た
が
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
も
そ
れ
が
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
り
、
会
員
の
各
地
の
斎

場
見
学
を
お
こ
な
い
、
自
己
の
業
務
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
。

　
ま
た
青
年
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
た
女
性
会
員
が
、
若
手
経
営
者
の
多
い
青

年
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
研
究
会
の
志
向
が
異
な
る
こ
と
に
気
が
付
き
、
女
性
を
中
心
と

し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
二
〇
〇
〇
年
に
設
立
し
た
。

　

こ
の
二
つ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
互
助
会
や
農
協
と
い
っ
た
垣
根
を
越
え
て
研
究
会

を
組
織
し
た
と
こ
ろ
に
、
単
に
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
団
体
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
も
葬
送
文
化
学
会
な
ど
の
活
動
と
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

⑨
生
涯
を
見
つ
め
て

　

ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、
現
在
か
ら
見
た
個
人
史
で
あ
り
、
人
生
経
験
を
現
在
の

視
点
か
ら
意
味
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
天
野
さ
ん
も
七
七
年
の
生
涯
の
な
か
で
自
ら

が
葬
儀
に
携
わ
る
こ
と
を
天
職
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
今

回
見
つ
め
直
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（天
）
　
仕
掛
け
人
じ
ゃ
な
い
ね
、
仕
掛
け
ら
れ
た
ん
だ
な
、
そ
れ
に
乗
せ
ら
れ
た
っ

て

い
う
や
つ
か
な
。
後
ひ
と
つ
は
、
『
祭
典
新
聞
』
に
ず
う
っ
と
一
〇
年
ぐ
ら
い
書

い

て

た
か
な
な
ん
か
、
名
前
も
ベ
レ
ー
帽
の
お
兄
さ
ん
、
か
な
り
名
前
も
知
れ
た
も

ん

で
。
い
ず
れ
に
し
て
も
僕
の
言
っ
た
原
点
は
さ
っ
き
の
、
源
氏
の
大
将
が
遺
体
を

片
付
け
た
の
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
。
偉
い
ん
だ
か
ら
、
誇
り
を
持
て
。
そ
れ
が
、

胸

に
ズ
ー
ン
と
き
て
る
も
ん
ね
。
そ
ん
な
こ
と
話
す
人
い
な
い
し
ね
。
恐
ら
く
そ
の

人

も
ど
こ
か
で
聞
い
た
か
読
ん
だ
の
か
も
知
ん
な
い
け
ど
、
そ
れ
を
自
信
を
持
っ
て
。

（山
）
　
仕
事
に
誇
り
を
持
っ
て
、

（天
）
　
持
っ
て
い
た
と
思
う
ん
だ
、
そ
れ
を
誰
か
に
伝
え
た
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
と

思
う
。
そ
れ
が
僕
が
ち
ょ
っ
と
生
意
気
な
事
を
言
っ
た
も
ん
だ
か
ら
、
こ
い
つ
だ
と

思
っ
て
伝
わ
っ
た
ん
だ
と
思
う
ん
だ
、
そ
こ
の
婿
さ
ん
も
そ
う
ゆ
う
話
聞
い
て
な
い

ん

だ

よ
な
。
何
で
だ
ろ
う
な
と
思
う
も
ん
ね
。

（山
）
　
ま
あ
、
反
応
が
や
っ
ぱ
り
あ
り
そ
う
な
人
に
。

（天
）
　
言
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
で
後
で
、
反
動
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
例
の
お
葬

式
の

ね
、
や
り
方
で
御
徒
町
に
い
る
時
に
さ
、
葬
儀
屋
さ
ん
が
い
て
ね
。
要
す
る
に

お

葬
式
と
い
う
の
は
、
今
、
思
う
の
よ
。
そ
の
時
、
棺
が
今
み
た
い
に
統
一
さ
れ
て

な
く
て
、
檜
の
板
で
も
っ
て
一
寸
の
板
使
う
、
八
分
使
う
、
何
を
使
う
何
か
に
エ
モ

ン

使
う
っ
て
あ
っ
た
も
ん
だ
。
人
を
見
て
値
段
を
決
め
て
い
た
。
よ
く
門
前
を
見
て

か

ら
葬
儀
の
値
段
を
決
め
る
、
っ
て
ゆ
う
け
ど
も
、
う
ー
ん
す
げ
ー
な
。
凄
い
こ
と
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を
言
う
人
だ
な
こ
の
人
は
、
そ
れ
だ
け
の
お
客
さ
ん
を
掴
ん
で
る
ん
だ
な
、
と
思
っ

て

た
の
よ
。
考
え
て
み
る
と
、
お
葬
式
そ
の
も
の
の
大
事
さ
を
よ
く
知
っ
て
た
ん
だ

な
と
思
う
よ
。
こ
の
間
も
お
葬
式
と
い
う
の
は
お
金
じ
ゃ
な
く
て
、
心
で
す
よ
。
今
、

家
族
葬
で

も
人
数
が
少
な
く
て
も
、
亡
く
な
っ
た
人
を
大
事
に
あ
の
世
に
送
る
と
い

う
気
持
ち
が
あ
る
ん
だ
っ
た
ら
ば
、
お
金
の
こ
と
は
考
え
な
い
で
し
ょ
っ
て
言
っ
た

の
。
た
ら
、
そ
う
で
す
ね
。
お
客
さ
ん
が
葬
儀
屋
に
引
き
ず
ら
れ
て
ら
れ
て
、
家
族

葬
だ
か
ら
ど
う
だ
こ
う
だ
じ
ゃ
な
く
て
、
自
分
達
の
気
持
ち
を
は
っ
き
り
し
な
さ

い
。
っ
て
言
っ
た
時
、
そ
の
時
に
ね
、
自
分
で
話
し
て
て
ね
、
福
井
（
春
蔵
）
さ
ん

の

お
や
じ
さ
ん
が
言
っ
た
ね
、
あ
の
人
は
八
分
だ
よ
、
あ
の
人
は
一
寸
だ
よ
っ
て

言
っ
て
た
時
、
あ
の
人
は
商
売
だ
け
だ
け
ど
、
す
げ
ー
な
と
思
っ
た
け
ど
、
今
、
考

え
る
と
や
っ
ぱ
、
う
ち
の
、
喪
主
の
人
達
の
気
持
ち
を
汲
ん
で
い
た
こ
と
が
出
た
と

思
う
ん
だ
よ
。
葬
式
は
大
事
だ
な
と
。
こ
っ
ち
も
年
と
っ
て
き
て
俺
も
死
な
な
き
ゃ

い

け
な
い
時
代
に
な
っ
て
く
る
と
な
。

（山
）
　
ま
だ
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
（
笑
）
。

（天
）
　
考
え
る
よ
、
そ
り
ゃ
。
前
に
話
し
て
い
た
福
井
さ
ん
の
評
価
と
、
今
と
な
っ

て

考
え
る
評
価
は
変
わ
っ
て
き
て
る
よ
ね
。
や
は
り
時
代
が
こ
う
ゆ
う
風
な
殺
伐
と

し
た
世
の
中
、
人
の
死
を
な
ん
と
も
思
わ
な
い
時
代
。
軽
々
し
く
お
葬
式
を
考
え
て

る
時
、
や
は
り
そ
う
ゆ
う
そ
の
お
家
の
状
況
に
応
じ
て
お
葬
式
を
出
し
て
や
る
と
い

う
葬
儀
屋
さ
ん
の
気
持
ち
。

（山
）
　
だ
か
ら
あ
と
は
、
葬
儀
屋
さ
ん
と
の
あ
る
意
味
あ
る
程
度
の
、
信
頼
関
係
が

あ
る
か
な
い
か
。

（天
）
そ
う
。

（
山
）
　
そ
こ
で
信
頼
関
係
が
な
け
れ
ば
お
宅
は
こ
の
値
段
で
っ
て
こ
と
は
、
儲
け

主
義
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
け
ど
も
、
信
頼
が
あ
っ
て
こ
の
形
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
と
、
提
案
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
ボ
ッ
タ
ク
リ
と
い
う
言
い
方
に
は
な
り

ま
せ
ん
よ
ね
。

（
天
）
　
（
う
な
ず
く
）
や
は
り
、
お
互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
ら
な
い
と

い

い
お

葬
儀
と
い
う
の
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
お
葬
式
の
原
点
と
い
う
の
は
葬
儀
用

品
で
あ
り
祭
壇
道
具
で
あ
り
棺
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
つ
で
も
欠
け
て
い
て
は
い
け
な

い
ん

だ

け
ど
も
。
そ
れ
が
白
木
の
祭
壇
道
具
じ
ゃ
な
く
て
花
で
も
い
い
ん
だ
け
ど

も
。
こ
の
間
も
面
白
か
っ
た
ん
だ
よ
、
う
ち
の
女
房
の
弟
が
。

（山
）
　
す
ぐ
お
寺
に
頼
み
に
行
く
わ
け
で
も
な
い
み
た
い
だ
し
、
じ
ゃ
あ
、
近
所
の

お
じ
さ
ん
に
聞
け
ば
分
か
る
か
と
い
う
と
分
か
ら
な
い
し
、
ま
ず
は
お
葬
式
ど
う
す

る
の
、
な
ん
で
や
る
の
っ
て
話
に
な
る
と
葬
祭
業
者
。
だ
け
ど
そ
の
葬
祭
屋
さ
ん
が

も
し
信
頼
出
来
な
け
れ
ば
終
わ
り
で
す
よ
ね
。

　
葬
儀
の
起
源
伝
承
に
つ
い
て
、
天
野
さ
ん
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
仕
事
に
誇
り

を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
葬
儀

そ
の
も
の
の
大
切
さ
を
理
解
す
る
必
要
を
感
じ
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
今
の

葬
儀
へ
の
想
い
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
葬
儀
へ
の
思
い
入
れ
と
天
職
と
し
て
理
解
し
て
い
く
に
は
、
少
年
期
の

体
験
に

結
び

つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。

（山
）
　
一
番
、
多
感
の
時
で
す
よ
ね
、
特
に
お
と
う
さ
ん
の
時
大
変
だ
っ
た
と
か
。

（天
）
　
あ
れ
は
、
幻
夢
に
列
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
人
に
は
解
ら
な
い
こ
と

だ

と
思
う
ん
だ
。
僕
が
ま
だ
田
舎
に
い
る
時
、
「
に
っ
そ
う
」
に
入
る
、
親
を
亡
く

し
て
火
葬
場
が
あ
っ
て
、
そ
の
火
葬
場
の
こ
と
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
一
五

や
一
六
の
子
供
が
ね
、
電
車
に
乗
っ
て
い
る
時
、
あ
そ
こ
に
火
葬
場
が
あ
る
ん
だ
、

あ
れ
が
火
葬
場
だ
な
ん
て
、
考
え
な
い
普
通
は
。
親
を
亡
く
し
て
い
る
か
ら
、
火
葬

し
て
や
っ
て
な
い
し
。
全
部
、
土
葬
だ
よ
も
ち
ろ
ん
。
親
父
の
場
合
は
、
即
死
だ
っ

た
か
ら
火
葬
の
「
か
」
の
字
も
し
て
な
い
か
ら
。
あ
そ
こ
で
火
葬
し
て
や
っ
た
ら
よ

か
っ

た
と
思
う
ん
だ
よ
。
後
年
に
、
研
究
会
で
火
葬
場
の
話
が
出
た
。
そ
う
い
う
こ

と
も
あ
る
か
ら
、
葬
儀
そ
の
も
の
と
も
縁
が
深
か
っ
た
か
ら
、
だ
か
ら
、
辞
め
る
に

辞
め
ら
れ
な
い
。
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天
野

さ
ん
の
養
父
は
一
九
四
五
年
七
月
七
日
の
甲
府
の
空
襲
に
て
即
死
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
全
く
葬
儀
も
火
葬
す
ら
行
わ
な
い
で
お
父
さ
ん
を
亡
く
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
体
験
が
火
葬
場
へ
の
特
別
な
想
い
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
少
年

時
代
の
養
父
母
の
死
の
体
験
が
今
の
自
分
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

（天
）
　
う
ん
。
本
当
に
そ
う
よ
。
ま
あ
、
お
葬
式
の
近
代
化
っ
て
言
葉
で
は
そ
う
言

う
か
も
し
ん
な
い
け
ど
、
形
骸
化
の
問
題
で
て
く
ん
だ
な
。
葬
儀
用
品
を
販
売
だ
け

で
も
っ
て
ず
っ
と
き
た
ん
で
な
く
て
、
自
分
の
親
を
送
っ
て
、
親
と
名
の
つ
く
人
が

僕

に
は
七
人
い
て
、
七
人
じ
ゃ
お
か
し
い
よ
ね
、
六
人
と
か
八
人
じ
ゃ
わ
か
る
け
ど
、

ま
あ
、
い
い
わ
。
そ
の
お
葬
式
で
全
部
ま
が
り
な
り
に
も
送
っ
て
、
兄
貴
も
送
っ
て
、

親
戚
の
お
じ
さ
ん
も
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
、
身
内
だ
け
ど
も
三
〇
ぐ
ら
い
。
葬
式
や
っ

と
る
か
な
。
こ
う
ゆ
う
業
界
や
っ
て
る
か
ら
特
に
相
談
と
い
う
よ
り
も
や
っ
た
り
す

る
わ
け
だ
。
そ
う
ゆ
う
お
葬
式
を
や
り
な
が
ら
、
商
売
や
っ
て
営
業
や
っ
て
、
そ
れ

で

も
っ
て
研
究
会
で
勉
強
し
て
ま
あ
深
み
は
持
っ
た
か
な
、
少
し
は
。
現
場
に
は
立

ち
会
わ
な
い
け
ど
現
場
に
近
い
こ
と
を
や
っ
て
葬
儀
屋
さ
ん
と
近
く
親
し
く
話
し

合
つ
て
、
今
度
は
学
問
的
な
こ
と
を
少
し
か
じ
っ
て
、
今
の
若
い
青
年
諸
氏
と
現
代

の

葬
儀
を
語
り
合
っ
て
、
五
四
年
間
、
今
年
の
九
月
で
五
五
年
に
な
る
。
五
五
年
っ

て

い
う
と
業
界
で
は
長
い
ほ
う
ら
し
い
。
自
分
で
言
う
の
お
か
し
い
け
ど
、
葬
儀
社

そ
の
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
や
は
り
勉
強
も
し
て
、
若
い
学
徒
と
付
き
合
っ
て
業
界
の

人

と
も
付
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
幸
せ
。
そ
れ
に
裏
付
け
の
根
本
は
僕
は
自
分
の
親

の

死

だ
と
思
う
、
そ
こ
へ
も
と
に
戻
る
。
最
後
に
は
親
孝
行
し
た
い
時
に
は
親
は
な

し
、
そ
れ
が
や
っ
ぱ
り
ズ
ー
ン
と
く
る
よ
ね
。
お
そ
ら
く
自
分
の
親
の
遺
骸
を
か
た

ず
け
て
、
自
分
で
埋
葬
し
て
、
お
骨
に
収
め
て
そ
の
あ
と
、
お
袋
の
葬
式
を
一
四
歳

で

喪
主
を
や
っ
た
と
い
う
、
そ
れ
に
帰
着
、
少
な
く
と
も
戻
る
よ
ね
。
そ
う
す
る

と
、
ま
た
進
ん
で
い
く
わ
け
、
な
ん
で
、
待
て
よ
、
な
ん
で
や
っ
た
ん
だ
。
だ
か
ら
、

こ
の
商
売
、
仕
事
、
天
職
、
与
え
ら
れ
た
仕
事
み
た
い
な
ね
。
だ
っ
て
一
四
歳
で
喪

主

を
や
っ
て
だ
よ
、
変
な
話
だ
よ
自
分
の
親
が
空
襲
で
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
僕
が
片

付
け
た
ん
だ
よ
、
普
通
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
。
で
、
そ
れ
を
仮
埋
葬
ま
で
し
て
だ

よ
。
考
え
て
み
る
と
さ
、
親
と
別
れ
た
だ
と
か
、
親
が
死
ん
だ
だ
と
か
そ
り
ゃ
い
ろ

い

ろ
あ
る
か
も
し
ん
な
い
。
な
ん
で
一
四
歳
で
。
ま
し
て
自
分
の
親
じ
ゃ
な
く
て
養

子
先
の
親
だ
よ
ね
。
ど
っ
ち
に
し
て
も
親
は
親
。
こ
う
や
っ
て
話
し
て
て
ず
ー
と
考

え
て
く
る
の
は
そ
こ
だ
ろ
う
な
。
原
点
は
。
あ
の
時
の
目
の
前
に
あ
っ
た
親
父
の
頭

蓋
骨
。
そ
れ
が
目
に
浮
か
ぶ
な
。
そ
れ
を
腕
を
と
ら
れ
て
病
院
に
入
っ
た
お
袋
さ
ん

が
バ

ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
の
集
め
た
、
そ
れ
を
僕
が
片
付
け
た
ん
だ
け
ど
も
。
経
験
で

き
な
い
、
人
の
死
に
対
し
て
ね
。
で
も
そ
れ
が
、
悲
し
い
と
か
な
ん
と
か
じ
ゃ
な
い

ん
だ

な
。
今
の
仕
事
の
元
か
な
、
だ
か
ら
堂
々
巡
り
。

　

こ
の
話
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
最
後
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
養
父
母
の
死
が
原
体
験
と

な
り
、
そ
れ
が
葬
儀
用
品
問
屋
を
天
職
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
に
幅
広
く
活
動

し
て
い
る
こ
と
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑩
戦
後
の
葬
儀
用
品
問
屋

　
以
上
の

よ
う
に
、
天
野
さ
ん
と
い
う
あ
る
問
屋
業
者
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
取

り
上
げ
て
き
た
。
そ
こ
で
の
天
野
さ
ん
の
生
涯
は
そ
の
ま
ま
戦
後
の
葬
祭
業
の
展
開

を
象
徴
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
そ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
と
の
関
連
で
あ
る
。
空
襲
に
よ
る
養
父
母
の
死
と

い

う
個
人
的
体
験
は
別
に
し
て
も
、
実
父
が
繊
維
統
制
組
合
に
関
係
し
、
そ
の
関
係

か

ら
戦
後
、
葬
儀
用
品
問
屋
を
立
ち
上
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
一
九
四
〇
年
代
の
戦

時
下
の
経
済
統
制
は
葬
祭
業
の
レ
ベ
ル
で
も
無
縁
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は

繊
維
統
制
だ
け
で
は
な
く
業
界
自
体
が
統
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
一
九
四
二

年
商
工
組
合
法
の
施
行
に
よ
り
、
統
制
組
合
（
施
設
組
合
）
が
葬
祭
業
者
お
よ
び
葬
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具
の

製
造
、
販
売
業
者
で
組
織
さ
れ
、
棺
用
木
材
、
釘
、
紙
、
繊
維
品
な
ど
の
資
材

の
統
制
が
な
さ
れ
、
組
合
を
通
し
て
の
配
給
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態

は
一
九
四
六
年
に
商
工
組
合
法
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
続
い
て
い
く
〔
全
葬
連
二
＋
五

年
史
編
纂
委
員
会
編
　
一
九
八
二
　
九
一
ー
九
三
〕
。
こ
う
し
た
統
制
が
戦
後
の
葬
儀
専

業
業
者
の
業
界
団
体
で
あ
る
全
日
本
葬
祭
業
協
同
組
合
連
合
会
の
基
盤
と
な
る
な

ど
、
戦
中
の
統
制
は
戦
後
の
葬
儀
産
業
の
母
体
と
も
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
成
立
し
た
問
屋
業
も
高
度
経
済
成
長
期
に
な
る
と
、
消
費
の
発
達
が
葬

送
儀
礼
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
都
市
的
な
告
別
式
の
葬
儀
形
式
と
と
も

に
、
葬
儀
祭
壇
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
現
在
の
葬
儀
祭
壇
の
形
式
、

つ

ま
り
棺
か
く
し
を
中
心
に
白
木
の
彫
刻
祭
壇
が
全
国
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
状
況
に

大
い

に
影
響
を
与
え
た
の
が
、
に
っ
そ
う
で
あ
り
、
そ
こ
で
新
規
開
拓
な
ど
積
極
的

に

営
業
を
行
っ
た
の
が
天
野
さ
ん
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
営
業
の
中
で
、
み
ず
か
ら
の
仕
事
に
対
し
て
衿
持
を
持
つ
よ
う
に
い
わ

れ

る
こ
と
で
、
葬
儀
の
意
味
、
葬
具
の
意
味
な
ど
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
際
に
は
職
祖
伝
承
的
な
も
の
登
場
す
る
な
ど
民
俗
と
し
て
も
興
味
深
い
と
こ
ろ

が
あ
る
。
要
は
そ
れ
に
対
す
る
正
誤
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
話
を
も
と
に
職
業
に
意

義
を
見
い
だ
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
葬
儀
に
対
す
る
関
心
は
、
自
ら
の
業
務
と
い
う
枠
を
超
え
て
、
葬
送
文

化
研
究
会
（
後
の
葬
送
文
化
学
会
）
や
青
年
フ
ユ
ー
ネ
ラ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
女
性

フ

ユ

ー
ネ
ラ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
葬
儀
の
意
味
を
問
い
、
今
ま

で

の
体
験
や

知
識
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
天
野
さ
ん
は
自
ら
が
問
屋
業
で

あ
る
こ
と
は
表
面
に
出
さ
ず
、
知
り
合
い
に
な
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
商
売
に
結
び
つ

け
る
こ
と
は
な
い
。
葬
儀
に
携
わ
る
者
と
し
て
そ
の
文
化
を
伝
え
る
一
員
で
あ
る
こ

と
を
自
覚
し
て
お
り
、
仕
事
を
超
え
た
使
命
と
も
捉
え
て
い
る
。

　
そ

し
て
生
涯
を
振
り
返
っ
た
と
き
に
そ
の
原
体
験
と
な
る
養
父
母
の
死
、
そ
れ
は

葬
儀
を
行
う
に
は
あ
ま
り
に
も
非
常
時
で
あ
り
、
儀
礼
や
慣
習
に
包
み
込
ま
れ
な
い

む
き
出
し
の
死
の
体
験
に
よ
っ
て
、
改
め
て
死
を
考
え
、
葬
儀
用
品
問
屋
を
天
職
と

捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

［付
記
］

　
天
野
勲
・
邦
子
ご
夫
妻
に
は
、
大
学
の
学
部
時
代
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
と
お

し
て
、
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
稿
は
そ
の
一
部
で
あ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た

こ
と
は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

註（
1
）
　
一
九
六
九
年
、
タ
ブ
ロ
イ
ド
形
式
の
『
祭
典
新
聞
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
六
年
廃
刊

　

と
な
っ
た
。
ま
た
雑
誌
は
、
一
九
九
一
年
に
『
S
O
G
I
』
、
一
九
九
八
年
に
『
フ
ユ
ー
ネ
ラ

　

ル

ビ
ジ
ネ
ス
』
が
創
刊
さ
れ
、
現
在
に
至
る
。

（
2
）
　
近
代
化
に
よ
る
変
容
を
申
心
と
し
た
葬
制
研
究
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
〔
山
田
　
二
〇
〇
六
〕

　
を
参
照
に
さ
れ
た
い
。

（
3
）
　
民
俗
研
究
映
像
は
、
一
九
八
八
年
よ
り
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
民
俗
研
究
の
一
環
と
し
て

　

映
像
制
作
を
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
①
現
在
の
民
俗
の
記
録
で
あ
る
こ
と
、
②
民
俗
誌
的

　

な
映
像
記
録
で
あ
る
こ
と
、
③
研
究
資
料
と
し
て
の
映
像
記
録
で
あ
る
こ
と
、
④
研
究
成
果
の

　

発
表
の
手
段
と
し
て
の
映
像
に
よ
る
論
文
で
あ
る
こ
と
と
い
う
基
本
方
針
の
下
に
、
研
究
者
自

　

身
が
積
極
的
に
制
作
を
担
当
し
た
も
の
で
あ
る
〔
山
田
編
　
二
〇
〇
七
　
二
〇
〕

（
4
）
　
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
間
は
わ
ず
か
一
日
で
あ
る
が
、
天
野
さ
ん
ご
夫
妻
と
は
一
九
九
二
年

　

以
来
お
つ
き
あ
い
い
た
だ
い
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
折
に
こ
れ
に
関
す
る
話
を
聞
い
て
い
る
。

　
本
稿
を
ま
と
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
長
年
の
蓄
積
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

　
　
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
5
∀
丸
喜
株
式
会
社
会
社
概
要
（
ゴ
§
＼
＼
…
目
§
8
甘
バ
ξ
ぺ
o
宮
日
一
）
二
〇
〇
七
年
八

　
　
月
一
〇
日

（
6
）
　
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

（
7
）
　
東
京
公
営
社
所
蔵
の
も
の
。

（
8
）
　
筆
者
の
調
査
に
よ
る
。

（
9
）
　
源
氏
の
旗
は
赤
で
あ
り
、
こ
れ
は
天
野
さ
ん
の
勘
違
い
で
あ
っ
た
。

（

1
0
）
「
S
o
b
u
n
k
e
n
　
N
e
W
s
」
V
o
1
．
1
　
一
九
八
五

（
H
）
　
葬
送
文
化
学
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
学
会
に
つ
い
て
（
宮
G
＼
＼
°
り
o
ひ
⊂
ロ
ズ
①
ロ
這
＼
）
二
〇
〇
七
年

　
　
八
月
一
〇
日
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に
お
け
る
葬
送
儀
礼
の
変
化
と
近
代
化
」
『
宗
教
研
究
』
6
4

　
（
1
）

山
田
慎
也
　
一
九
九
四
　
「
葬
制
・
墓
制
」
『
宮
古
市
史
』
民
俗
編
上
　
宮
古
市
教
育
委
員
会
、
岩
手

　
県
宮
古
市

同
　
一
九
九
五
　
「
葬
制
の
変
化
と
地
域
社
会
」
『
日
本
民
俗
学
』
加

同
　
一
九
九
六
　
「
死
を
受
容
さ
せ
る
も
の
ー
輿
か
ら
祭
壇
へ
」
『
日
本
民
俗
学
』
梛

同
　
二
〇
〇
一
　
「
死
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
1
葬
儀
祭
壇
の
変
化
に
関
す
る
一
考
察
」
『
国
立
歴
史

　
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
9
1

同
　
二
〇
〇
六
　
「
日
本
に
お
け
る
葬
制
研
究
の
展
開
ー
近
代
化
に
よ
る
変
容
を
中
心
に
」
『
社
会
人

　
類
学
年
報
』
3
2

山
田
慎
也
編
　
二
〇
〇
七
　
『
現
代
の
葬
送
儀
礼
』
歴
博
映
像
フ
ォ
ー
ラ
ム
ー
　
国
立
歴
史
民
俗
博

　
物
館

横
山
潔
監
修
　
一
九
八
九
　
『
あ
わ
て
な
い
た
め
の
葬
儀
の
手
帳
』
小
学
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
民
俗
研
究
系
）

　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
七
年
三
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
四
日
審
査
終
了
）
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五段祭埴一式（表紙写真参照）
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書
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3
7
1
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枚
枚
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1
5
1
1
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川

オ
　
　
鍛
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陶

酬
時㌫
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輪
’
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立

花
鉢
箱
呂
ク
8
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机
掛
掛
掛
綿

　
8
　
書
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書
入
し
一
　
　
　
　
木
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莞
嘉
馨
壇
机
幕

　
寸
　

リ
リ

四

六

綱

ヌ

ク
鏑
纏
〔
祭
前
棺
｝
鯨

　　　　　　　　　一祭　　壇　　各　　種一

飾興（中）ケイコー灯付　￥4乳000　　高■81頓
位牌宮（並）　　　　　6，500　　　’　　雷溺付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，六丁立（’）　　　6．？00　七寸丸曾洞
；∵；（5三，一釘付、鴇ξ舶璽ξ　2濃1

　　　　　　　鏑祭壇机寸法館直憂サ　5尺5寸～6尺
　　　　　　　　　　　　　　　最下殿寓サ　1尺5寸各1段

◎一品つつにても御注文承り・ます●

　　　（ド記の外■々ございます）

￥1劉麟ζ二魏鷲￥瓢

綱 1天ほ後謂㌫‡ちり搬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嬢巾　1尺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7寸～8寸間廓
菟ε債壇遺具発送について荷造代実費頂き1tすo

　　　　＿一一＿一一　　　　一一＊一一一一一一一一一・…一一

　　　　　　　　　白木位牌・納棺’用晶

㈱
㈱
緬
剛
㈹
剛
醐
潔

“
“
肘
ぱ
嫁
欄
欄
”

く
　
く
　
く
く
く
く
イ

大

小

大

　

　

特

牌

　
　
牌
牌
牌
牌
牌

位

　
位
位
位
位
位

　
　
　
　
上
　
　
　
　
’

丸

　
上
中
上
館

猫

　

　

中
大
上
上
三

三角野位牌（機材襲）
神式御ヨ…代

位脾　袋

　　並

　中
仏衣
4尺丈
3尺丈
2尺丈
神式浄友

足　袋

　　　　　　　　）
　　　　　　　　）

　　　　（　6寸）

　　　　・1ぬ

　　　　2鮫
　抵襲　8寸
　　　　6寸
金らん製　8寸

　β　　　8寸

　人絹モス　　　来冷紗

　　250　　　　　　120
　　150　　　　　　80
　　　　　　　　　50
　　650　　　　　4閲
　　　50

￥　100

　　90

　硯
　蜘
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　5⑥0
　780
　1お
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　蜘
　380
　　20
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　　45
　　60
　　投

50

　肪　水　紙　100尺轡き（15体分）

　　　（袖績）　2尺巾

　　　　　　　3尺巾
　ご　　　ざ　6尺xL5尺巾（別寸あり）
　ぞ一り・わらじ・杖

　納対百懲脾rベニヤ製

　　　’　　敵具付
　　　〃　　彫飾房付

　雄白木小（一ツ）
　’　　　　大（ニツ）

　’　プラスチ7ク　黒小
　’　　　　　　　　大
　’　 ハ隔』㎏・1工絹じ　ヒモ房付

　ク　白石・鳳石　　’
　わげさ各寮向（庖豪成仏印付）

　棺内張，（人絹）16尺長

　椀用フトン敷　キルテ4ング　6尺
　　　　　　　ス7モス無地（裏付＞1

　　　　　　　絞タフタ　　（・）
　　　　　　鮎支斎潴i鋒鴇共）

　　　　　　枕のみ（モス無地）
◎内張・フトンは指定寸H鮪こ製作します脇

￥　250

　380
　　75

　120
　M5
　300
　　30
　　40
　　20
　　30
　　60
　　60
　　50

　即
　　鋤
　　350

　　刷
　　200
　1100
　　50
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香　　莫　　帖

会葬者芳名帖

傭入費榛帖
買　　物　　帖

印

中八枚（160名書）
中　’　（　’　）

　　　’　（　〃　）

　　3枚（　’　）
◎　和紙帖薗（直加分用）

￥轍
1入時日

し
式
な

別

時

告
目

紙所

紙

枚50h㌫姫劇齢

紙

紙

鯖
襟
紙
⊂

4，

’

付

　
い
報
無
組

　
　
　
鴎
鷲

忌

　
受
休
け
町
黒
故

刷
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　　　　25
1枚　￥　5

物
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　　　￥　60

　　　　60
　　　　60
　　　　40
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250

250

250

250

250

250

L50

￥　180（”儀印廟物入れ）

通夜・告別式辿知紙

駐　寧　場紙

指差紙右左
自動車（お供事）NO紙
六字・七字紙（赤紙）

蔵　　名　　紙

仏前目ほ紙（上質和紙）

法事用席礼（一束100枚）

1oo枚

50枚一冊

￥　250

　蜘
　200
　150
　　150

　　85

　　18
　　140

壇

授

栄

零

心

漢
箱

　
　
　
　
　
　
　
篇
箱

沈

天

薫

祥

洗

躍
小
丸
丸
書

　人

　書　　　空箱
　　　　　（奨■印廟）

　　　　10把箱入

　’　　　5把’
菊　　月　10把’

北門書　10紐’
御贈答用構箱入　10把入

　”　　　5把入
徳用パラ　ニ把一束

　
人

番

渚
議
’
…

番
斤

御
－

硲　
⇒

　
ボ

書

書

書

書
書
書
入
書
入
袋

纏書中日書
　〃

’

”
〃
” 2本箱入絵ロー吻ク30号（艮さ25傷）

　　　　　　　　10号（’20但）

￥　200
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　400
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　L200
　　50
　　25
　　15

　　5
　　160

　　100

　　100

　　160

　200
　　150

　　20
　　130
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｜

　

　

　

用
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花
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〃
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1
入
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　380
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　鋤

梅型金色釘かくし

5分し000ケ￥1，000
6分　　〃

7分　　ガ

8分　　μ

◎墓地用遣具に御利用下さい。

張　
寸
寸
寸
寸

白
　
　
　
二

　

9
9
尺
尺

型

型

型

型

　

長

島
フ

丸

丸

堂
ギ
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．
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（
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紗
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⑳

⑳
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1
1
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各

￥

褐

￥　250

　3，000

　1，200

祝用赤枠名札

大も8x3．50
中　↓1｛xぴ00
ノ」、　3．3xa6

無地

￥　190

　　160

　　125

花　　環

字入

￥　225

　　185

　　145

用　　品

花環ヵパー（丸型ゴム檎人）ポリ製
5．0尺　　　　　　　 ￥　125　　7尺　　　　　　￥　］75

6．0尺　　　　　　M5　8尺　　　　　190
6．5尺　　　　　　　　160　　9尺　　　　　　　240

　　　　　　　　　　　　◎‖でニーノレ製aもあり
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号
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．
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号
号
号
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註　1，　骨がめ・骨篇共

　　2、骨がめ・骨箱共・荷造代一梱1？0

※べ一ク製2号分骨容語　￥おあります。

　24ケ
　16ケ

　12ケ

　6ケ
（一掴の入数）

1ケ売数します

鋤
捌
蜘
蜘

5
6
0
ワ
・
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号

号

号

大きさ

5．3号
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7．3
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骨 箱
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　　140
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覆

欲
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広
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㌫
蜘

並
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1，000

1，200

六　角　骨　覆（折タ・ミ式骨箱不用）

2号カメ用
3号　〃
4号　；

5号　’

6号　’

7号　才

分骨袋

　’

底板付
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人絹柄物

￥　40

　　80
　　100

　　130

　　1？0

　　蜘

広金問

￥　55

　150
　200
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　400

大

中
小

風　呂　敷

人絹金刷ハス入

8・7号箱用
6・5　’

￥　85

　75
　70

一一＾一
☆一一一一’一・・一一一一一一一一一一’…一一一s・

仏前丸型灯昌

号
’
”
θ

5
6
8
1
0
1
5

プロンズメツキ

　　￥　870
　　　1，100

　　　1．800

　　　2．650

アンチモニー
金メタキ

￥　goo
　1，150

　1，900

　2．800

べ一クライト

蜘
⑨
鋤
脚
鋤

色
　
　
　
L
L
ふ

黒

￥

◎その他仏壇用品（鎗・地火灯・書呂・花立等）在肛あります。

㈱
蜘
調

色
　
㍉
乙

金
￥

1
9
●
34

御取引について
御取引は　①代金引換便　②前金御送金にて

①の場合　￥20，000以上は代引手数量当方負掴◎の婚合は御送金料御差引下さい。

御送畠は御抱定ある場合除き自動車便・日遣便共遷賃は到増感・客車便・小包便共遅賃

は実費にて発送申し上げます●

御送金は　現金迭会
　　　　取前P行　三陵銀行●込支店・富士●行駒込支店

　　　　簑●口庄東東端麟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　店　主　敬　白
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Wllolesalers　of　Funeral　Accesso6es　and　the　Industda1屹ation　of　Funerals：

As　Seen　through　the　1緬e　Story　of　a　V西olesaler

YAMADA　Shinya

　　　The　aim　of　this　paper　is　to　examine　the　process　of　the　gradual　industrialization　of　the　funeral　business

fbllowing　the　formation　of　the　wholesale　business　by　studying　the　life　story　of　a　wholesaler　of　funeral　accessories．

As　a　wholesaler，　this　ngure　played　a　role　in　the　formation　of　the　funeral　industry　after　the　Second　Wbrld　War，

and　even　today　remains　active　in　various　related　arenas．　Thus，　the　life　of　this　person　is　closely　linked　to　post－

war　developments　in　the　funeral　industry　Culture　was　appropriated，　a　required　body　of　specialist　knowledge

amassed，　and　a　new　pattern　of　distribution　created　in　the　process　of　the　industrialization　of　funerals．　Having　an

understanding　of　these　phenomena　is　also　necessary　in　order　to　understand　contemporary　funeral　practices．

Abiographical　approach　has　been　adopted　for　the　purpose　of　this　study．　This　approach　was　chosen　because

although　the　wholesaler　lived　in　an　urban　environment，　his　activities　transcended　his　local　area，　and　as　a

wholesaler　he　had　a　strong　influence　on　the　nature　of　funeral　practices．　Consequently，　this　is　an　effective

approach　for　gaining　an　understanding　of　the　dynamics　of　a　highly　subjective　independent　e）dstence　that　was　not

necessarily　bound　to　one　locality」
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