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論
文
要
旨
﹈

枕
団
子
と
死
者
の
想
い
　  

山
田
慎
也

　

枕
団
子
は
、
枕
飯
と
と
も
に
死
者
の
供
物
と
し
て
用
い
ら
れ
、
作
法
書
な
ど
に
も
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
東
京
な
ど
で
は
葬
祭
業
者
が
用
意
す
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
各
地
の
事
例
を

み
る
と
、
そ
の
あ
り
様
は
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
従
来
、
臼
の
廻
し
方
や
粉
の
作
り
方
、
か
ま
ど
の

使
用
法
な
ど
通
常
の
作
り
方
と
は
異
な
る
特
別
な
製
法
や
、
そ
の
数
な
ど
に
つ
い
て
は
、
民
俗
研
究

の
中
で
注
意
が
払
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
今
回
主
題
と
す
る
、
団
子
の
色
の
変
化
な
ど
を
通
し
て
死
者

の
想
い
や
寿
命
を
占
う
民
俗
に
つ
い
て
は
、
研
究
上
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
要
因
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
の
指
摘
が
そ
の
後
の
方
向
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え

ら
れ
る
。
柳
田
は
、
共
食
と
忌
み
の
観
念
に
つ
い
て
、
死
者
の
食
べ
物
は
そ
れ
を
分
け
て
食
べ
る
こ
と

に
よ
っ
て
特
別
な
効
果
が
及
ぶ
こ
と
で
、
そ
れ
を
分
け
与
え
る
人
と
、
受
け
取
ら
な
い
人
の
区
分
が
生

じ
て
き
た
と
理
解
し
、
枕
団
子
は
死
者
へ
の
食
物
の
一
つ
と
し
て
枕
飯
と
ほ
と
ん
ど
同
一
視
し
て
い

た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
、
枕
団
子
自
体
に
注
目
し
た
の
は
、
五
来
重
な
ど
一
部
の
人
々

で
あ
っ
た
。
五
来
は
枕
飯
を
死
者
の
た
め
の
鎮
魂
の
た
め
の
依
り
代
と
し
、
枕
団
子
を
死
者
以
外
の

邪
霊
的
な
存
在
に
対
す
る
饗
供
と
す
る
視
点
を
打
ち
出
す
こ
と
で
枕
団
子
の
性
格
を
分
析
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
民
俗
誌
を
み
る
と
秋
田
県
を
中
心
に
青
森
県
、
山
形
県
に
お
い
て
、
枕
団
子
の
色
が

黒
く
な
る
と
、
死
者
の
寿
命
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
地
域
が
多
い
。
そ
の
一
方
で
、
黒
く
な
る
と
死

者
の
心
残
り
が
あ
っ
た
、
悔
い
が
残
っ
て
い
る
な
ど
、
死
者
の
想
い
を
判
断
す
る
地
域
も
あ
っ
た
。

こ
の
判
断
は
対
照
的
で
は
あ
る
が
、
死
を
め
ぐ
る
残
さ
れ
た
生
者
の
評
価
で
あ
り
、
死
者
の
想
い
を

生
者
が
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
描
く
こ
と
で
、
死
ん
だ
と
い
う
事
実
を
受
容
す
る
一
つ
の
民
俗
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
枕
団
子
の
変
化
に
よ
っ
て
新
た
な
死
者
が
生
じ
る
か
を
判
断
す
る
伝
承
も
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
信
念
は
、
五
来
に
い
う
よ
う
に
枕
団
子
が
邪
霊
的
な
も
の
に
対
す
る
饗
供
で
あ
り
、
死
者
の
命

運
を
知
り
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
枕
団
子
に
つ
い
て
の
更
な
る
検
討

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
枕
団
子
、
忌
み
、
死
、
供
物
、
死
の
受
容

❶
作
法
書
に
み
ら
れ
る
枕
団
子

❷
民
俗
研
究
に
お
け
る
位
置
づ
け

❸
死
者
の
寿
命
を
よ
む
団
子

❹
団
子
と
新
た
な
死
者

❺
饗
供
と
死
者
の
命
運
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❶
作
法
書
に
み
ら
れ
る
枕
団
子

　

枕
団
子
は
、
亡
く
な
っ
て
す
ぐ
に

死
者
の
枕
元
に
供
え
る
団
子
で
、
死

者
へ
の
供
物
と
し
て
ひ
ろ
く
み
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
明
治

三
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
亡
く
な
っ

た
作
家
尾
崎
紅
葉
の
葬
儀
写
真
集

『
あ
め
の
あ
と
』の
「
往
生
」
の
場

面
で
は
、
枕
飾
り
と
し
て
小
机
に
焙

烙
の
線
香
立
て
や
一
本
樒
と
と
も

に
枕
団
子
が
み
ら
れ
る
。
現
在
で

は
、
葬
儀
の
場
が
斎
場
に
移
行
す
る

よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
葬
祭
業
者
に

よ
っ
て
枕
団
子
が
用
意
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
（
１
）。

枕
団
子
は
、
実
際
に
は
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
が
、
葬
儀
の
作
法

書
な
ど
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
塩
月
弥

栄
子
『
冠
婚
葬
祭
入
門
（
２
）』

で
も
一
膳
飯
の
項
目
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
〔
塩
月　

一
九
七
〇　

一
二
九
〕。

　

２
０
８　

一
膳
飯
に
は
故
人
愛
用
の
茶
碗
に
箸
を
つ
き
た
て
る
。

　
「
北
枕
に
寝
か
せ
た
遺
体
の
枕
も
と
に
は
、
逆
さ
屏
風
を
立
て
、
そ
の
前
に

小
机
を
お
い
て
花
の
一
輪
ざ
し
、
香
炉
、
燭
台
、
水
、
一
膳
飯
、
団
子
な
ど
を

供
え
ま
す
。（
以
下
略
）」

　

こ
の
項
目
の
テ
ー
マ
は
枕
飯
に
関
す
る
記
述
で
あ
り
が
な
ら
、
同
時
に
枕
団
子
に

つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
主
婦
と
生
活
社
『
都
道
府
県

別
冠
婚
葬
祭
大
事
典
』〔
一
九
九
二
〕
で
は
、
題
名
の
通
り
都
道
府
県
別
の
儀
礼
の

特
徴
を
取
り
上
げ
つ
つ
作
法
書
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
、「
都
道
府
県
別
危
篤
・
臨

終
か
ら
納
棺
ま
で
」
と
い
う
節
の
中
で
、
関
東
地
方
の
リ
ー
ド
文
に
「
合
理
化
が
進

ん
で
い
る
東
京
で
も
枕
飯
や
だ
ん
ご
は
供
え
る
」
と
あ
り
〔
山
村
編　

一
九
九
二　

二
八
三
〕、
も
と
も
と
枕
団
子
の
慣
習
の
な
い
地
域
を
除
い
て
、
な
お
根
強
く
続
け

ら
れ
て
い
る
習
俗
と
も
い
え
る
（
写
真
1
）。

　

し
か
し
枕
団
子
に
関
す
る
民
俗
は
単
に
団
子
を
供
え
る
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
冒
頭
に
示
し
た
塩
月
の
『
冠
婚
葬
祭
入
門
』〔
一
九
七
〇
〕
で
は
、
以
下
の
よ

う
に
続
い
て
い
る
。

　
「
だ
ん
ご
は
米
の
粉
を
こ
ね
て
ゆ
で
あ
げ
ま
す
。
昔
は
ゆ
で
る
と
き
に
白
く

き
れ
い
に
上
が
れ
ば
、
死
者
は
こ
の
世
に
未
練
な
く
成
仏
し
た
と
し
、
黒
っ

ぽ
く
ゆ
で
上
が
れ
ば
、
あ
き
ら
め
き
れ
ず
に
死
ん
だ
、
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

だ
ん
ご
は
白
紙
を
敷
い
た
白
木
の
三
方
に
の
せ
て
供
え
ま
す
。」〔
塩
月　

一
九

七
〇　

一
二
九
〕

　

つ
ま
り
、
団
子
の
出
来
具
合
を
見
て
、
死
者
の
想
い
や
心
残
り
を
判
断
す
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
枕
団
子
を
め
ぐ
る
判
断
に
つ
い
て
、
単
に
『
冠
婚
葬
祭
入
門
』
の

著
者
で
あ
る
塩
月
の
個
人
的
な
思
い
こ
み
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
実
は
、
あ
る

程
度
広
が
り
を
も
つ
民
俗
で
あ
る
こ
と
が
調
査
報
告
書
な
ど
か
ら
わ
か
っ
て
き
た
。

だ
が
、民
俗
学
の
葬
制
研
究
に
お
い
て
は
、従
来
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
民
俗
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
枕
団
子
の
研
究
を
た
ど
っ
て
い
く
中
で
、
死

者
の
命
運
を
判
断
す
る
民
俗
を
検
討
し
、
生
者
の
間
で
の
死
の
受
容
の
問
題
に
つ
い

て
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

写真1　千葉県銚子市の枕団子
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❷
民
俗
研
究
に
お
け
る
位
置
づ
け

　

そ
れ
で
は
、民
俗
研
究
に
お
け
る
枕
団
子
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、『
日
本
民
俗
大
辞
典
』〔
福
田
他
編　

二
〇
〇
〇
〕
で
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　
「
死
後
す
ぐ
に
死
者
の
枕
も
と
に
供
え
る
団
子
。
枕
飯
と
同
様
に
、
死
者
が

出
る
と
す
ぐ
に
死
者
の
近
親
の
女
性
な
ど
が
作
る
も
の
と
さ
れ
る
。
両
方
を
供

え
る
と
こ
ろ
、
枕
団
子
だ
け
供
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
枕
団
子
は
生
団
子
で
あ

る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
作
り
方
は
、
別
火
に
し
た
り
、
臼
を
左
に
廻
し
て
（
３
）挽

く

な
ど
、
一
定
の
作
法
を
伝
え
る
例
も
多
い
。
枕
団
子
は
六
個
、
四
四
の
十
六
個

な
ど
の
数
で
作
ら
れ
る
が
、
納
棺
し
た
り
、
墓
に
供
え
た
り
、
川
に
流
し
た
り

さ
れ
る
一
方
で
、
こ
れ
を
食
べ
る
と
度
胸
が
よ
く
な
る
と
か
、
老
人
の
も
の
は

そ
の
齢
に
あ
や
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。」〔
青
木　

二
〇
〇
〇　

五
六
五
〕

　
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
の
項
目
で
は
、
団
子
の
作
り
方
に
つ
い
て
多
様
な
方
法
が

あ
り
、
特
に
製
作
の
際
の
別
火
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
生
者
が
枕
団

子
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
度
胸
が
よ
く
な
っ
た
り
、
長
寿
に
あ
や
か
る
こ
と
が

で
き
る
な
ど
の
俗
信
に
つ
い
て
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
で
述
べ
る
『
葬
送

習
俗
語
彙
』〔
柳
田　

一
九
三
七　

二
七
〕の
記
述
を
基
本
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、遡
っ
て
大
塚
民
俗
学
会
編
の『
日
本
民
俗
事
典
』〔
一
九
七
二
〕に
な
る
と
、

「
枕
団
子
」と
い
う
項
目
は
あ
る
が
、そ
れ
に
対
す
る
内
容
の
記
述
は
な
く
、「
↓
枕
飯
」

と
枕
飯
の
項
目
を
参
照
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
枕
飯
の
説
明
が
一
通
り

な
さ
れ
た
あ
と
で
、「
枕
団
子
と
重
複
す
る
面
が
多
い
」
と
さ
れ
、
枕
飯
と
同
種
の

供
物
と
し
て
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
〔
佐
藤　

一
九
七
二　

六
六
六
―
六
六
七
〕。

つ
ま
り
枕
団
子
は
枕
飯
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
の
扱
い
な
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
中
山
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』〔
一
九
八
〇
（
一
九
四
一
）〕
に
は
枕

飯
の
項
目
自
体
が
な
い
。
そ
し
て
、
柳
田
国
男
編
『
葬
送
習
俗
語
彙
』〔
一
九
三
七
〕

で
は
、「
マ
ク
ラ
ダ
ン
ゴ
」
は
民
俗
語
彙
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
枕
団
子
は
枕
飯
と
重
複
し
て
、
又
は
前
後
し
て
共
に
作
る
土
地
も
多
い
や

う
で
あ
る
。
相
州
津
久
井
郡
辺
で
は
、
死
者
の
枕
元
に
六
つ
の
団
子
を
置
き
供

へ
る
。
本
来
は
内
庭
へ
梯
子
を
逆
さ
に
掛
け
、
臼
を
左
廻
り
に
ま
は
し
て
白
米

の
粉
を
挽
い
て
拵
へ
た
も
の
だ
が
、
近
頃
は
大
抵
米
の
飯
を
丸
め
た
も
の
を
以

て
代
用
す
る
。
こ
れ
を
食
う
と
度
胸
が
よ
く
な
る
と
い
ふ
（
葬
号
）。
佐
渡
の

河
原
田
町
で
は
前
記
の
如
く
ホ
ト
ケ
メ
シ
も
供
え
る
が
、
別
に
団
子
を
作
る
。

死
人
が
あ
つ
て
寺
行
き
の
使
を
出
す
前
に
勝
手
元
で
之
を
作
る
。
其
数
は
四
々

の
十
六
箇
、
老
人
の
枕
団
子
は
其
齢
に
あ
や
か
り
た
い
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
て

よ
く
盗
ま
れ
る
。
何
度
供
へ
て
も
一
つ
も
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
（
葬
号
）。

死
弁
当
を
作
る
伊
予
の
北
宇
和
郡
御
槇
村
で
も
、
同
時
に
急
い
で
オ
マ
ル
メ
と

称
す
る
団
子
を
作
る
と
い
ふ
。」

　

と
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
の
説
明
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
お
り
、
団
子
の
製
法
や
そ

れ
を
生
者
が
食
べ
る
こ
と
に
関
す
る
俗
信
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
辞
典
類
で
は
、
枕
団
子
が
作
ら
れ
る
時
期
や
そ
の
製
作
方
法
に
つ

い
て
は
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
傾
向
は
『
葬
送
習
俗
語
彙
』〔
柳
田
編　

一
九
三
七
〕
か
ら
生
じ
た
視
点
が
、
受

け
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
辞
典
の
傾
向
と
と
も
に
、
枕
団
子
は
葬
制
研
究
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
柳
田
国
男
は
『
旅
と
伝
説
』「
誕
生
と
葬
礼
号
」

〔
一
九
三
三
〕
の
巻
頭
論
文
に
お
い
て
「
生
と
死
と
食
物
（
４
）」

を
執
筆
し
て
お
り
、
そ
の

な
か
で
葬
送
に
つ
い
て
の
食
べ
物
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
死
亡
と
食
物
と
の
関
係
は

二
つ
に
分
か
れ
る
と
さ
れ
、そ
の
一
つ
が
死
ん
だ
者
に
食
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、「「
枕
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飯
」「
枕
団
子
」、
又
は
野
辺
送
り
に
持
っ
て
行
く
色
々
の
食
物
」
で
あ
り
、
枕
団
子

を
枕
飯
な
ど
と
と
も
に
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
〔
柳
田　

一
九
九
八
（
一
九
三
三
）

二
―
三
〕。

　

し
か
し
枕
団
子
自
体
が
分
析
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
食
物
を
通
し
て
共
食

と
忌
み
の
観
念
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、「
食
事
は
通
例
の
日
に
は
一
家
集

ま
つ
て
共
に
食
ふ
の
が
習
ひ
で
あ
つ
た
。
節
供
即
ち
式
日
の
食
事
は
、
神
も
祖
先
の

霊
も
主
人
眷
属
と
共
に
相
饗
す
る
。
た
ゞ
亡
者
の
新
た
に
摂
取
す
る
営
養
の
み
は
、

是
を
共
に
す
る
者
に
特
殊
の
効
果
を
生
ず
と
考
へ
ら
れ
て
居
た
故
に
、
自
由
に
居

合
わ
せ
た
者
に
分
つ
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。」
と
し
て
死
者
の

食
物
が
特
定
の
人
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
〔
柳
田　

一
九
九
八

（
一
九
三
三
）　

三
〕。

　

こ
う
し
た
共
食
の
観
念
か
ら
の
分
析
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
枕
飯
で
あ
ろ
う
が
、

枕
団
子
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
の
種
類
を
問
う
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
そ
れ
を
わ

け
て
食
べ
る
べ
き
人
と
そ
う
で
な
い
人
の
区
分
と
、
後
に
忌
み
の
観
念
が
衰
退
し
て

い
く
理
由
を
分
析
す
る
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。

　

柳
田
の
枕
飯
や
枕
団
子
に
つ
い
て
の
分
析
の
視
点
は
、
葬
制
研
究
の
井
之
口
章
次

に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
や
は
り
枕
飯
と
同
じ
も
の
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
井

之
口
の
『
仏
教
以
前
』〔
一
九
五
四
〕
で
は
、
そ
の
姿
勢
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
「
枕
飯
と
は
別
に
枕
団
子
と
い
う
の
が
あ
る
。
多
く
の
地
方
で
は
枕
飯
と
枕
団

子
と
は
平
行
し
て
、
と
も
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
枕
飯
の
み
、
あ
る
い
は
団

子
の
み
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。
枕
団
子
に
重
点
を
置
く
地
方
で
は
、
玄
米
を
洗
わ

ず
に
、
臼
を
左
廻
り
に
、
な
ど
の
作
法
を
と
も
な
い
、
死
後
た
だ
ち
に
供
す
る
。

枕
飯
に
も
枕
団
子
に
も
重
要
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
地
方
と
、
一
方
の
み
に

重
点
を
置
い
て
い
る
地
方
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
ど
ち
ら
か
一
方
は
、

単
な
る
供
物
以
上
の
意
味
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
今
は
双
方
を
総
括

し
て
、
仮
に
枕
飯
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い
く
。」〔
井
之
口　

一
九
五
四　

五
八
〕

　

井
之
口
は
枕
飯
と
枕
団
子
の
地
域
差
に
つ
い
て
触
れ
、
製
作
方
法
に
つ
い
て
は
そ

れ
が
特
別
な
供
物
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
が
、
結
局
枕
団
子
も
同
じ
も
の
と

し
て
扱
っ
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
差
異
は
感
じ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
枕

飯
を
単
に
死
者
の
供
物
と
せ
ず
、「
死
ん
で
し
ま
っ
た
脱
け
殻
に
飯
を
供
え
て
見
た

と
こ
ろ
で
意
味
が
な
い
。
枕
飯
は
食
べ
物
で
あ
り
な
が
ら
、
呪
術
的
な
色
彩
の
濃
い

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
呪
術
の
目
的
は
死
者
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。」
と
し
て
、
枕
飯
同
様
、
死
者
の
魂
呼
び
の
一
つ
と
し
て
い
る
〔
井
之

口　

一
九
五
四　

五
八
―
六
一
〕。

　

ま
た
新
谷
尚
紀
は
、『
日
本
人
の
葬
儀
』〔
一
九
九
二
〕
の
な
か
で
「
米
の
霊
力
」

と
し
て
葬
儀
に
お
け
る
米
の
役
割
を
取
り
あ
げ
、
死
者
の
米
、
生
者
の
米
、
生
者
と

死
者
を
つ
な
ぐ
別
れ
の
米
と
分
類
し
、
死
者
の
米
の
中
に
「
枕
飯
・
枕
団
子
」
が
記

述
さ
れ
て
い
る
。
枕
飯
の
特
別
な
作
り
方
に
つ
い
て
述
べ
、「
枕
団
子
は
四
個
と
か

六
個
と
か
地
方
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
石
臼
を
ふ
だ
ん
と
ち
が
っ
て
左
廻
り

に
ひ
く
な
ど
し
て
つ
く
る
。
枕
飯
と
枕
団
子
を
い
っ
し
ょ
に
供
え
る
例
も
多
い
が
、

ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
と
い
う
例
も
あ
る
」
と
な
っ
て
〔
新
谷　

一
九
九
二　

三
三
―

三
四
〕、
や
は
り
枕
飯
と
の
差
異
は
地
域
別
の
こ
と
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
み
で
、

枕
飯
・
枕
団
子
は
一
括
し
て
死
者
の
供
物
の
領
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
五
来
重
は
枕
飯
と
枕
団
子
を
一
緒
に
す
る
こ
と
な
く
、
両
者
の
性
格

の
違
い
を
き
わ
め
て
対
照
的
に
捉
え
て
い
る
。
五
来
は
死
者
が
遊
離
す
る
た
め
、
そ

れ
を
呼
び
鎮
魂
す
る
た
め
の
依
り
代
が
枕
飯
で
あ
り
、
静
か
に
留
ま
っ
て
も
ら
う
た

め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
〔
五
来　

一
九
九
二　

七
五
一
〕。
そ
し
て
枕
飯
は
死
霊
を

供
養
し
て
荒
魂
を
鎮
魂
す
る
「
霊
供
」
で
あ
り
、
一
方
、
野
飯
は
浮
遊
す
る
霊
、
い

わ
ば
餓
鬼
に
饗
し
て
葬
送
を
妨
害
さ
せ
な
い
た
め
の
「
饗
供
」
で
あ
る
と
し
た
。
こ

れ
は
陰
陽
道
の
道
饗
祭
が
入
っ
た
も
の
で
、
ま
と
も
な
供
養
を
受
け
る
死
者
の
霊
に

妨
害
を
加
え
、
霊
を
横
取
り
し
て
自
分
の
仲
間
に
入
れ
よ
う
と
す
る
霊
で
、
そ
れ
が

伝
承
と
し
て
残
り
、
こ
れ
を
火
車
に
と
ら
れ
る
と
い
っ
た
り
、
猫
に
化
け
て
取
り
に

来
る
と
い
っ
た
り
し
た
。
よ
っ
て
そ
れ
に
近
づ
く
の
を
防
遏
す
る
た
め
の
呪
術
が
、



［枕団子と死者の想い］……山田慎也

刃
物
や
箒
、
ま
た
墓
地
の
入
り
口
に
供
え
る
霊
膳
（
野
飯
、
道
飯
、
六
道
餅
）
で
あ

る
と
す
る
〔
五
来　

一
九
九
二　

九
〇
三
―
九
〇
六
〕。

　

そ
し
て
五
来
は
、
霊
供
や
饗
供
の
団
子
は
、
生
粉
の
団
子
で
シ
ト
ギ
で
あ
っ
た
と

想
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
枕
飯
が
鎮
魂
の
た
め
の
霊
を
依
り
し
め
る
依
り
代
と
す
る

な
ら
ば
、
枕
飯
だ
け
で
よ
い
の
に
、
枕
団
子
が
複
数
作
ら
れ
る
の
は
、
他
の
目
的
が

あ
っ
た
と
し
て
、
野
膳
の
よ
う
に
墓
地
へ
の
道
の
辻
に
お
い
て
、
餓
鬼
た
ち
へ
の

饗
供
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
〔
五
来　

一
九
九
二　

九
一
九
―

九
二
三
〕。

　

こ
う
し
た
五
来
の
説
を
受
け
、田
中
宣
一
は
日
本
の
祭
り
が
主
た
る
神
以
外
に
も
、

祭
り
を
乞
お
う
と
し
て
訪
れ
る
、
歓
迎
さ
れ
ざ
る
雑
神
も
ま
た
祭
っ
て
い
た
と
い
う

視
点
か
ら
葬
送
儀
礼
を
分
析
し
、
枕
団
子
が
い
ち
早
く
作
ら
れ
る
の
は
、
死
者
の
鎮

魂
を
障
り
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
餓
鬼
や
無
縁
な
ど
の
雑
神
へ
の
ホ
ド
コ

シ
と
捉
え
て
い
る
〔
田
中　

二
〇
〇
五
（
一
九
九
九
）〕。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
枕
団
子
は
、
柳
田
以
来
、
忌
み
と
食
物
と
の
連
関
か
ら
注
目

さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
原
料
が
同
じ
米
で
あ
る
枕
飯
と
同
種
の
も
の
と
し
て
扱

わ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
そ
う
し
た
発
想
か
ら
は
、
枕
飯
も
枕
団
子
も
差
異
は
生
じ
て

こ
な
い
。
し
か
し
、
五
来
や
田
中
は
、
こ
の
よ
う
な
違
い
の
あ
る
食
物
を
一
緒
に
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
両
者
を
ま
た
米
と
い
う
食
物
よ
り
も
、
供
え
る
対
象
と
な
る
死

霊
の
性
質
の
違
い
か
ら
こ
れ
を
解
釈
し
た
の
で
あ
っ
た
。

❸
死
者
の
寿
命
を
よ
む
団
子

　

と
こ
ろ
が
、『
冠
婚
葬
祭
入
門
』〔
塩
月　

一
九
七
〇
〕
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
枕
団
子
の
状
態
に
よ
っ
て
死
者
の
寿
命
や
想
い
を
判
断
す
る
民
俗
が
作
法
書

に
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
実
際
の
伝
承
で
は
、
枕
団
子
と
死
者

の
想
い
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
は
こ
う
し
た
観
念
は
東

北
地
方
を
中
心
に
色
濃
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
各
地
の
事
例
を
み
て
い

き
た
い
。

①
　
青
森
県
東
通
村
老
部

　

早
団
子　

死
人
が
出
る
と
仏
間
に
布
団
を
敷
き
、
北
枕
に
寝
か
せ
、
屏
風
を
回
す
。

親
戚
や
知
人
に
、
死
人
が
出
た
こ
と
を
告
げ
る
告
げ
人
が
葬
家
を
出
る
と
、
早
団
子

を
つ
い
て
供
え
る
。
身
内
の
女
性
が
二
、三
人
で
つ
い
て
作
っ
た
。
粳
米
を
茶
碗
で
一

つ
、
磨
い
で
す
ぐ
は
た
く
。
臼
に
人
数
分
の
杵
を
そ
ろ
え
て
立
て
、
交
互
に
つ
く
。

つ
い
た
米
を
湿
し
て
径
二
セ
ン
チ
く
ら
い
の
団
子
を
作
り
煮
る
。
そ
れ
を
皿
に
盛
り
、

枕
元
に
線
香
と
と
も
に
供
え
る
。
モ
ン
ジ
ャ
（
死
者
）
が
葬
家
に
い
る
間
は
、
す
べ

て
平
盛
り
に
し
、葬
式
ま
で
供
え
て
お
い
た
。
老
部
な
ど
で
は
、早
団
子
が
黒
い
と「
シ

ニ
ゴ
ウ
（
死
に
業
）
だ
」
と
い
っ
た
〔
東
通
村
史
編
集
委
員
会
編　

一
九
九
七　

五
四
〕。

②
　
青
森
県
野
辺
地
町
有
戸

　

ハ
ヤ
ダ
ン
ゴ
は
茶
碗
に
盛
る
が
、
崩
れ
る
と
縁
起
が
悪
い
と
い
い
、
団
子
の
色
が

黒
い
と
「
死
に
目
で
死
ん
だ
」、
白
い
と
後
を
引
く
と
い
っ
て
嫌
が
ら
れ
た
。〔
宮
良

編　

一
九
九
一　

二
一
〇
〕

③
　
秋
田
県
大
館
市
櫃
崎

　

早
ダ
ン
ゴ
は
ク
ロ
ゴ
メ
で
つ
く
っ
た
が
、
で
き
た
ダ
ン
ゴ
の
色
が
黒
け
れ
ば
亡
く

な
っ
た
人
の
命
は
寿
命
で
、
白
い
よ
う
だ
と
ま
だ
寿
命
で
は
な
い
の
に
、
ま
だ
死
ぬ

と
き
で
も
な
い
の
に
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
ダ
ン
ゴ
の
色
が
変
わ
る

よ
う
で
あ
れ
ば
、
人
が
続
い
て
死
ぬ
と
も
い
う
。
早
ダ
ン
ゴ
は
埋
葬
の
時
に
墓
ま
で

持
っ
て
行
き
供
え
て
く
る
。
そ
れ
を
烏
や
犬
が
食
べ
て
し
ま
う
よ
う
だ
と
い
い
が
、

い
つ
ま
で
も
供
え
た
と
こ
ろ
に
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
、
人
が
死
に
続
く
も
の
だ
と

い
う
。
そ
れ
は
烏
や
犬
が
急
い
で
食
わ
な
く
と
も
、
ま
た
す
ぐ
と
む
ら
い
が
あ
る
こ

と
を
予
知
し
、
の
ん
び
り
し
て
い
ら
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。〔
大
館
市
史
編
さ
ん
委
員

会
編　

一
九
八
一　

九
八
〕
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④
　
秋
田
県
能
代
市

　

上
母
体
で
は
、
早
団
子
の
色
は
寿
命
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
と
言
う

の
も
不
思
議
な
も
の
で
長
生
き
し
た
人
の
早
団
子
は
す
ぐ
に
黒
く
な
り
、
葬
列
は
出

発
す
る
頃
に
は
真
っ
黒
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
若
死
に
し
た
人
の
早
団
子
は
白
い

ま
ま
で
あ
っ
た
。
長
生
き
し
た
人
の
早
団
子
は
、
家
か
ら
葬
列
が
出
発
す
る
と
皆
が

も
ら
い
に
来
た
。
こ
れ
を
食
べ
る
と
長
生
き
す
る
、
子
供
の
百
日
咳
に
効
く
、
と
信

じ
ら
れ
て
い
た
。
新
田
で
は
、「
寿
命
で
死
ん
だ
人
の
早
団
子
は
黒
く
な
る
」
と
い

わ
れ
、
ど
の
人
の
早
団
子
も
供
え
る
と
す
ぐ
に
黒
く
な
っ
た
か
ら
「
あ
あ
、
あ
の
人

は
寿
命
だ
っ
た
の
だ
」
と
納
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
所
に
は
、
上
母
体
の
よ
う

に
長
生
き
し
た
人
の
早
団
子
を
も
ら
っ
て
食
べ
た
と
い
う
話
は
な
い
〔
能
代
市
史
編

さ
ん
委
員
会
編　

二
〇
〇
四　

四
六
九
〕。

⑤
　
秋
田
県
上
小
阿
仁
村

　

ク
ロ
ダ
ン
ゴ　

ク
ロ
ダ
ン
ゴ
、
ハ
ヤ
ダ
ン
ゴ
、
マ
ク
ラ
ダ
ン
ゴ
な
ど
と
言
い
、
人

が
死
ぬ
と
す
ぐ
に
親
戚
の
人
や
近
所
の
人
が
作
る
。
こ
れ
は
、
茶
碗
一
杯
ぐ
ら
い
の

玄
米
を
水
で
洗
い
、
ウ
ス
で
搗
き
、
練
っ
て
丸
め
て
ダ
ン
ゴ
に
す
る
も
の
で
、
六
個

作
り
、茶
碗
に
山
盛
り
に
す
る
。
ダ
ン
ゴ
の
数
は
十
五
個
作
る
と
こ
ろ
や
、特
に
決
っ

て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
小
沢
田
や
小
田
瀬
で
は
、
盆
の
上
に
横
か
ら
見
て
も
上

か
ら
見
て
も
、
三
角
形
に
見
え
る
よ
う
に
積
み
あ
げ
、
枕
元
に
供
え
る
。
大
海
や
大

林
で
は
、
玄
米
の
粉
を
使
わ
ず
に
、
小
麦
粉
で
こ
の
ダ
ン
ゴ
を
作
る
こ
と
も
あ
る
。

ダ
ン
ゴ
が
黒
く
な
る
と
「
寿
命
で
死
ん
だ
」
と
い
い
、あ
ま
り
黒
く
な
ら
な
い
と
「
寿

命
で
は
な
い
」
と
い
う
〔
祐
川
編　

一
九
八
〇　

一
二
三
―
一
二
四
〕。

　

上
記
の
①
か
ら
⑤
ま
で
は
、
基
本
的
に
枕
団
子
が
黒
く
な
る
と
そ
れ
は
死
者
の
寿

命
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。そ
れ
で
も
単
に
寿
命
と
い
う
表
現
だ
け
で
な
く
、

①
青
森
県
東
通
村
老
部
で
は
、「
シ
ニ
ゴ
ウ
（
死
に
業
）」
と
い
っ
た
り
、
②
青
森
県

野
辺
地
町
有
戸
で
は
、「
死
に
目
で
死
ん
だ
」
と
い
っ
た
り
、
団
子
が
黒
い
と
死
ぬ

べ
き
運
命
だ
と
い
う
理
解
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。③
の
秋
田
県
大
館
市
櫃
崎
で
は
、

「
寿
命
」
で
あ
り
、
④
の
秋
田
県
能
代
市
で
は
、
長
生
き
し
た
人
、
寿
命
で
死
ん
だ

人
の
団
子
は
黒
く
な
る
と
う
。
⑤
の
秋
田
県
上
小
阿
仁
村
で
は
、
団
子
が
黒
く
な
る

と
寿
命
で
あ
る
と
し
て
、
団
子
の
色
が
黒
く
な
る
と
死
す
べ
き
運
命
で
あ
っ
た
と
し

て
い
る
。

　

そ
れ
と
は
異
な
る
判
断
が
⑥
以
下
の
事
例
で
あ
る
。

⑥
　
秋
田
県
秋
田
市
土
崎

　

人
が
死
ぬ
と
直
ち
に
枕
元
に
供
え
る
と
い
っ
て
シ
ラ
団
子
（
ダ
ン
ゴ
）
を
つ
く
る

も
の
で
あ
る
。
シ
ラ
団
子
は
生
米
を
う
る
か
し
て
臼
で
搗
い
た
も
の
で
、
七
個
の
団

子
状
に
し
て
、
こ
れ
を
飯
茶
碗
に
盛
り
つ
け
た
も
の
。
時
で
も
な
く
臼
で
搗
く
音
が

す
る
と
近
所
で
は
人
が
死
ん
だ
こ
と
を
察
し
た
と
い
う
。
供
え
た
シ
ラ
団
子
の
色
が

黒
く
な
っ
て
変
わ
る
と
、
死
人
は
ま
だ
こ
の
世
に
名
残
を
遺
し
て
い
る
も
の
と
い
う

〔
秋
田
市
史
民
俗
部
会
編　

一
九
九
八　

九
八
―
九
九
〕。

⑦
　
秋
田
県
秋
田
市
新
屋

　

死
人
が
あ
る
と
直
ち
に
作
る
も
の
が
シ
シ
リ
団
子
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
シ
シ
リ

団
子
は
麦
の
粉
を
煉
っ
て
団
子
に
し
て
茶
碗
に
山
盛
り
と
す
る
。
死
人
の
枕
元
に
上

げ
る
と
い
う
意
味
だ
が
、
こ
の
団
子
の
色
が
黒
ず
ん
で
変
色
す
る
と
、
い
ま
だ
死

人
が
こ
の
世
に
遺
り
有
（
エ
）
も
の
だ
と
い
っ
て
き
た
〔
秋
田
市
史
民
俗
部
会
編　

一
九
九
八　

九
九
〕。

⑧
　
秋
田
県
本
庄
市
小
友
・
石
沢
、
荒
町
（
秋
田
県
由
利
本
荘
市
）

　

枕
元
に
供
え
た
ダ
ン
ゴ
が
黒
く
な
っ
た
り
、
団
子
の
色
が
変
わ
っ
た
り
す
る
と
死

者
に
心
残
り
が
あ
る
た
め
だ
と
い
わ
れ
た
〔
本
荘
市　

一
九
九
〇　

一
四
〇
〕。
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⑨
　
秋
田
県
本
荘
市
子
吉
地
区
埋
田
・
葛
法
（
秋
田
県
由
利
本
荘
市
）

　

枕
ダ
ン
ゴ　

枕
元
に
供
え
た
ダ
ン
ゴ
（
団
子
）
の
色
が
白
く
な
る
と
、
死
者
の
心

の
こ
り
は
な
い
が
、
黒
く
な
る
ば
心
の
こ
り
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
〔
本
荘
市　

一
九
九
一　

二
三
〕。

⑩
　
秋
田
県
本
荘
市
南
内
越
・
北
内
越
、
紫
野
、
内
越
（
秋
田
県
由
利
本
荘
市
）

　

う
る
ち
米
を
う
る
か
し
（
潤
し
）
て
臼
に
入
れ
、
千
本
つ
き
（
味
噌
搗
き
棒
と
も

い
っ
た
）
で
は
た
く
。
こ
の
時
の
は
た
く
音
は
、
亡
く
な
っ
た
人
に
も
う
こ
の
世
の

人
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
音
で
も
あ
る
と
い
う
。
は
た
き
終
わ
っ
た
米
は
平
た

く
し
て
白
い
ダ
ン
ゴ
を
つ
く
り
死
者
の
枕
元
に
供
え
た
。
こ
の
よ
う
な
ダ
ン
ゴ
を
つ

く
る
一
連
の
作
業
を
「
ダ
ン
ゴ
を
は
た
く
」
と
い
っ
た
。
ま
た
枕
団
子
が
黒
く
出
来

上
る
と
、
死
者
は
ノ
コ
レ
ク
テ
（
悔
い
を
残
し
て
）
亡
く
な
っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
た

〔
本
荘
市　

一
九
九
二　

八
七
〕。

⑪
　
秋
田
県
男
鹿
市
脇
本

　

ハ
ダ
カ
ダ
ン
ゴ　

死
後
直
ち
に
つ

く
る
ダ
ン
ゴ
。ウ
ル
米
を
水
に
浸
し
、

コ
ジ
キ
臼
を
用
い
キ
ギ
（
杵
）
で
一

人
で
は
た
い
て
粉
に
す
る
。
そ
の
粉

を
丸
め
て
ゆ
で
て
一
盆
に
盛
る
。
一

晩
、
仏
に
供
え
て
黒
く
な
る
と
、
再

び
不
都
合
が
出
る
と
い
う
。
そ
の
た

め
、き
れ
い
な
粉
や
湯
を
吟
味
す
る
。

色
が
黒
く
な
る
と
、
残
れ
ね
え
な
あ

と
言
っ
て
、
死
人
が
こ
の
世
に
心
残

り
が
あ
る
と
判
断
す
る
。
四
花
の
場

合
は
頭
を
垂
れ
る
と
不
都
合
〔
大
島

編　

一
九
八
五　

一
〇
七
〕（
写
真
2
）。

⑫
　
秋
田
県
横
手
市

　

枕
団
子　

亡
く
な
る
と
す
ぐ
神
棚
の
扉
を
閉
め
て
白
紙
を
貼
る
と
と
も
に
、
枕
団

子
を
つ
く
る
。
団
子
は
白
玉
粉
な
ど
で
つ
く
っ
た
り
し
た
が
、
以
前
は
団
子
が
黒
く

な
る
と
心
残
り
が
あ
っ
た
な
ど
と
死
者
の
気
持
ち
を
推
し
量
っ
た
り
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
最
近
は
あ
ま
り
気
に
し
な
く
な
っ
た
。
ま
た
枕
団
子
は
身
内
の
人
が
七

つ
つ
く
る
。
こ
れ
は
一
週
間
ご
と
に
替
え
ら
れ
た
。
枕
団
子
は
、
普
通
「
カ
タ
ハ
タ

キ
」
と
称
し
、ウ
ル
チ
米
を
使
い
、杵
を
横
打
ち
し
な
い
で
搗
く
も
の
と
さ
れ
た
〔
横

手
市
史
編
纂
委
員
会
編　

二
〇
〇
六　

四
三
七
―
八
〕。

⑬
　
秋
田
県
鹿
角
市
花
輪

　

団
子
の
色
は
未
練
を
残
し
た
（
寿
命
で
な
い
）
死
に
方
を
す
る
と
色
が
黒
く
な
る

〔
鹿
角
市
総
務
部
市
史
編
さ
ん
室
編　

一
九
九
二　

四
四
〕。

⑭
　
山
形
県
村
上
市

　

枕
団
子
は
「
し
ん
こ
」（
洗
っ
た
白
米
を
乾
か
し
て
石
臼
で
粉
に
し
た
も
の
）
に

熱
湯
を
加
え
て
つ
く
る
。
葬
礼
の
斎
壇
の
供
物
で
毎
日
つ
く
り
直
し
て
供
え
た
。
し

ん
こ
団
子
は
葬
式
団
子
と
い
わ
れ
、
死
人
が
現
世
に
未
練
が
あ
る
時
は
黒
ず
ん
だ
色

に
な
り
、
家
族
か
ら
看
取
ら
れ
な
が
ら
臨
終
し
た
と
き
の
団
子
は
「
白
い
」
と
い
わ

れ
た
〔
村
山
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
六　

三
四
六
〕。

⑮
　
山
形
県
羽
黒
町
（
山
形
県
鶴
岡
市
羽
黒
町
）

　

こ
の
町
で
は
一
般
に
い
う
枕
飯
で
は
な
く
、
枕
団
子
と
い
う
も
の
を
あ
げ
る
。

数
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
粉
を
ひ
い
た
分
だ
け
作
り
あ
げ
る
。
若
死
に
を
し
た
人

の
枕
団
子
は
黒
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
５
）〔

跡
見
学
園
短
期
大
学
民
俗
研
究
部
編　

一
九
六
八　

五
二
〕。

写真2　秋田県男鹿市の枕団子
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以
上
の
⑥
秋
田
県
秋
田
市
土
崎
か
ら
、
⑮
秋
田
県
羽
黒
町
ま
で
が
、
基
本
的
に
団

子
が
黒
く
な
る
と
死
者
は
ま
だ
未
練
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑥
秋
田
県
秋
田

市
土
崎
で
は
「
こ
の
世
に
名
残
」、
⑧
秋
田
県
本
荘
市
小
友
・
石
沢
地
区
荒
町
、
⑨

秋
田
県
北
条
市
子
吉
地
区
、
⑫
秋
田
県
横
手
市
で
は
「
心
残
り
」、
⑬
秋
田
県
鹿
角

市
花
輪
で
は
「
未
練
を
残
し
た
（
寿
命
で
な
い
）」、
⑭
山
形
県
村
上
市
で
は
「
未
練

が
あ
る
」
と
な
る
。
こ
の
ほ
か
現
地
の
言
葉
で
⑦
秋
田
県
秋
田
市
新
屋
で
は
「
未
だ

死
人
が
こ
の
世
に
遺
り
有
（
え
）
も
の
」
と
い
う
し
、
⑩
秋
田
県
本
荘
市
南
内
越
・

北
内
越
で
は
「
ノ
コ
レ
ク
テ
（
悔
い
を
残
し
て
）」、⑪
秋
田
県
男
鹿
市
脇
本
で
は
「
の

こ
れ
ね
え
な
あ
（
心
残
り
）」
と
な
り
、
い
ず
れ
も
未
練
や
心
残
り
が
あ
る
と
同
義

で
あ
る
。
ま
た
⑮
山
形
県
羽
黒
町
で
は
「
若
死
に
し
た
人
は
黒
く
な
る
」
と
し
て
、

夭
折
し
た
死
者
の
思
い
が
出
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑯
　
岩
手
県
宮
古
市

　
「
野
団
子
（
ノ
ダ
ン
ス
・
ノ
ダ
ン
シ
）」
と
は
黒
色
の
米
の
粉
の
団
子
で
、
数
え
ず

に
ち
ぎ
っ
て
作
る
。
米
は
水
で
ふ
や
か
さ
ず
に
す
り
こ
木
な
ど
で
つ
ぶ
し
、
炭
と
湯

を
入
れ
て
こ
め
、
丸
め
て
ゆ
で
る
（
山
口
）。
団
子
を
黒
く
す
る
た
め
に
炭
（
荒
巻
・

山
口
）
の
他
、
竈
の
鍋
底
の
煤
（
牛
伏
・
岩
船
）、
墨
汁
（
佐
羽
根
）
な
ど
も
用
い
る
。

野
団
子
は
数
え
ず
に
作
り
、
出
来
あ
が
っ
た
団
子
の
数
で
死
者
の
寿
命
を
占
う
。
例

え
ば
一
〇
個
や
二
〇
個
な
ど
の
ち
ょ
う
ど
良
い
数
だ
と
「
寿
命
だ
」
と
い
い
、
一
三

個
や
一
七
個
な
ど
の
半
端
な
数
だ
と
「
ま
だ
未
練
が
あ
っ
た
」、「
生
き
足
り
な
か
っ

た
」
と
い
う
。
ま
わ
り
の
人
々
も
野
団
子
の
数
に
関
心
を
持
ち
、
こ
の
数
を
聞
き
た

が
る
と
い
う
（
山
口
・
佐
羽
根
）。
野
団
子
を
作
る
の
は
臨
終
の
時
で
は
な
く
、
葬

式
に
時
に
蕎
麦
粉
で
つ
く
る
と
こ
ろ
も
あ
る
（
田
代
）。
牛
伏
で
は
野
団
子
を
食
べ

る
と
虫
歯
を
病
ま
な
い
と
い
っ
た
〔
宮
古
市
教
育
委
員
会
編　

一
九
九
四　

四
九
三
〕

（
写
真
3
）。

　

最
後
の
⑯
岩
手
県
宮
古
市
で
は
、
団
子
の
色
で
は
な
く
、
で
き
あ
が
っ
た
団
子
の

数
に
よ
っ
て
、
死
者
の
寿
命
を
占
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
数
で
の
判

断
は
い
ま
の
と
こ
ろ
宮
古
の
事
例
だ
け

で
あ
り
、
む
し
ろ
団
子
の
色
に
よ
っ
て

判
断
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

以
上
の
事
例
か
ら
、
色
に
よ
る
判
断

は
秋
田
県
に
比
較
的
多
く
、
そ
の
周
辺

で
あ
る
青
森
県
と
山
形
県
に
散
見
さ
れ

る
。
ま
た
数
の
判
断
と
し
て
、
岩
手
県

宮
古
市
の
報
告
例
が
あ
り
、
基
本
的
に

は
色
に
よ
る
判
断
が
中
心
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　

さ
て
そ
れ
で
は
団
子
が
黒
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
大
き
く
二
つ
に
分

か
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
黒
く
な
る
と
、
①
か
ら
⑤
の
地
域
の
事
例
の
よ
う
に

そ
れ
が
「
寿
命
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
寿
命
と
い
う
肯
定
的
な
も

の
だ
け
で
は
な
く
、
①
青
森
県
東
通
村
老
部
の
よ
う
に
「
シ
ニ
ゴ
ウ
」
と
い
う
と
、

業
と
い
う
か
ら
に
は
や
む
を
得
な
い
、
も
し
く
は
仕
方
な
い
と
い
う
と
い
う
意
味
合

い
の
方
が
強
い
。
寿
命
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
点
で
、
②
青
森
県
野
辺
地
町
有
戸
の

よ
う
に
、「
死
に
目
で
死
ん
だ
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
天
寿

を
全
う
す
る
だ
け
で
な
く
、
死
病
に
冒
さ
れ
た
者
が
長
く
病
床
に
伏
せ
っ
た
後
に
死

ん
だ
こ
と
も
含
み
う
る
判
断
で
も
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
⑥
か
ら
⑮
の
地
域
の
事
例
は
、
団
子
が
黒
く
な
る
と
死
者
の
未
練

や
心
残
り
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。そ
の
意
味
合
い
は
死
者
の
想
い
で
あ
り
、

こ
の
世
に
未
練
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
や
、
心
残
り
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
、
⑩
秋

田
県
本
荘
市
南
内
越
・
北
内
越
の
よ
う
に
、「
ノ
コ
レ
ク
テ
」
と
い
っ
た
り
、
⑦
秋

田
県
秋
田
市
新
屋
で
は
「
未
だ
死
人
が
こ
の
世
に
遺
り
有
（
え
）
も
の
」
と
い
う
の

も
い
ず
れ
も
、
心
残
り
で
あ
る
と
い
う
判
断
で
あ
る
。

写真3　岩手県宮古市の野団子
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心
残
り
、
未
練
と
い
う
死
者
の
思
い
の
対
局
は
未
練
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る

が
、⑬
秋
田
県
鹿
角
市
花
輪
の
よ
う
に「
団
子
の
色
は
未
練
を
残
し
た（
寿
命
で
な
い
）

死
に
方
を
す
る
と
色
が
黒
く
な
る
」
と
し
て
、「
未
練
が
あ
る
」
と
「
寿
命
で
あ
っ
た
」

は
、
実
は
対
照
的
な
発
想
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
れ

は
⑮
の
山
形
県
羽
黒
町
の
判
断
で
あ
る
「
若
死
に
し
た
人
の
団
子
は
黒
く
な
る
」
と

い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
若
死
に
し
た
人
自
体
の
思
い
が
未
練
が
あ
る
、
心
残
り
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
多
く
の
場
合
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
意
味
の
広
が
り
は
仕
方
な
い
死
へ
も

広
が
っ
て
い
く
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
白
黒
の
判
断
は
様
々
な
死
へ
の

想
い
を
生
者
の
側
で
受
け
止
め
る
も
の
が
枕
団
子
の
色
合
い
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
報
告
で
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
判
断
し
て
い
る
の
か
不
明

な
点
も
多
く
、
団
子
の
変
化
は
物
理
的
に
異
常
な
状
態
な
の
か
、
人
々
の
解
釈
に
依

存
す
る
も
の
な
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
米
や
小
麦
で

作
っ
た
団
子
は
時
間
が
た
て
ば
硬
化
し
て
表
面
は
変
化
し
、
色
合
い
も
そ
れ
な
り
に

変
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
団
子
の
色
が
変
化
し
た
と
見
よ
う
が
、
見
ま
い
が
、

す
で
に
死
と
い
う
現
実
が
発
生
し
た
中
で
は
、
そ
の
事
実
は
受
け
止
め
ざ
る
を
得
な

い
。
つ
ま
り
ど
う
し
よ
う
も
な
い
事
実
の
前
で
、
そ
の
事
実
を
受
け
止
め
る
た
め
の

解
釈
の
材
料
と
な
っ
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
は
残
さ
れ
た
生
者
に
と
っ
て
、
死
者
の
死
が
寿
命
で
あ
ろ
う
が
、
な
か
ろ
う

が
、心
残
り
が
あ
ろ
う
が
、な
か
ろ
う
が
、一
人
の
死
に
際
し
て
様
々
な
思
い
が
あ
り
、

そ
れ
を
団
子
の
色
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
に
も
解
釈
は
可
能
で
あ
る
ほ
ど
、
生
前
か
ら
の

様
々
な
記
憶
に
つ
な
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
の
広
が
り
を
団
子
の
色
の

変
化
は
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
者
の
思
い
を
受
け
止
め
る
こ
と
で
、
残
さ

れ
た
生
者
も
そ
の
死
を
受
け
止
め
て
い
く
、
死
の
受
容
の
過
程
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

❹
団
子
と
新
た
な
死
者

　

こ
う
し
た
枕
団
子
の
色
の
変
化
に
よ
っ
て
、
団
子
を
作
る
対
象
と
な
っ
た
死
者
の

想
い
を
判
断
す
る
こ
と
が
お
も
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
新
た
な

死
者
が
出
る
こ
と
を
予
測
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

①
　
青
森
県
平
賀
町
（
青
森
県
平
川
市
）

　

ハ
ヤ
ダ
ン
ゴ
は
、
カ
タ
ハ
タ
キ
の
団
子
で
、
黒
い
色
の
も
の
が
で
き
る
と
近
い
う

ち
に
ま
た
誰
か
死
ぬ
と
い
っ
て
嫌
う
。
ハ
ヤ
ダ
ン
ゴ
は
水
に
浸
し
た
米
を
臼
で
搗
い

た
粉
で
作
っ
た
。
団
子
で
早
搗
き
を
す
る
音
で
死
者
の
出
た
こ
と
が
わ
か
る
〔
平
賀

町
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
八
五　

二
六
五
〕。

②
　
青
森
県
野
辺
地
町
有
戸
（
三
五
ペ
ー
ジ
に
既
出
）

　

ハ
ヤ
ダ
ン
ゴ
は
茶
碗
に
盛
る
が
、
崩
れ
る
と
縁
起
が
悪
い
と
い
い
、
団
子
の
色
が

黒
い
と
「
死
に
目
で
死
ん
だ
」、
白
い
と
後
を
引
く
と
い
っ
て
嫌
が
ら
れ
た
〔
宮
良

編　

一
九
九
一　

二
一
〇
〕。

③
　
秋
田
県
大
館
市
櫃
崎
（
三
五
ペ
ー
ジ
に
既
出
）

　

早
ダ
ン
ゴ
は
ク
ロ
ゴ
メ
で
つ
く
っ
た
が
、
で
き
た
ダ
ン
ゴ
の
色
が
黒
け
れ
ば
亡
く

な
っ
た
人
の
命
は
寿
命
で
、
白
い
よ
う
だ
と
ま
だ
寿
命
で
は
な
い
の
に
、
ま
だ
死
ぬ

と
き
で
も
な
い
の
に
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
ダ
ン
ゴ
の
色
が
変
わ
る

よ
う
で
あ
れ
ば
、
人
が
続
い
て
死
ぬ
と
も
い
う
。
早
ダ
ン
ゴ
は
埋
葬
の
時
に
墓
ま
で

持
っ
て
行
き
供
え
て
く
る
。
そ
れ
を
烏
や
犬
が
食
べ
て
し
ま
う
よ
う
だ
と
い
い
が
、

い
つ
ま
で
も
供
え
た
と
こ
ろ
に
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
、
人
が
死
に
続
く
も
の
だ
と

い
う
。
そ
れ
は
烏
や
犬
が
急
い
で
食
わ
な
く
と
も
、
ま
た
す
ぐ
と
む
ら
い
が
あ
る
こ

と
を
予
知
し
、
の
ん
び
り
し
て
い
ら
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
〔
大
館
市
史
編
さ
ん
委
員
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会
編　

一
九
八
一　

九
八
〕

　

以
上
の
三
つ
の
事
例
か
ら
で
は
あ
る
が
、
団
子
の
変
化
の
あ
り
方
は
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
て
お
り
、
①
青
森
県
平
賀
町
の
事
例
で
は
、「
黒
い
色
の
も
の
が
で
き
る
と
近

い
う
ち
に
ま
た
誰
か
死
ぬ
」
と
い
い
、
②
青
森
県
野
辺
地
町
有
戸
で
は
「
白
い
と
後

を
引
く
」
い
っ
て
色
目
は
逆
で
あ
る
。
さ
ら
に
③
秋
田
県
大
館
市
櫃
崎
で
は
、「
ダ

ン
ゴ
の
色
が
変
わ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
人
が
続
い
て
死
ぬ
」
と
い
い
、
さ
ら
に
墓
に

持
っ
て
行
っ
た
早
ダ
ン
ゴ
が
、
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
、
や
は
り
死
者

が
続
く
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
そ
れ
は
烏
や
犬
が
急
い
で
食
わ
な
く
と
も
、

ま
た
す
ぐ
と
む
ら
い
が
あ
る
こ
と
を
予
知
し
、
の
ん
び
り
し
て
い
ら
れ
る
か
ら
だ
」

と
い
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
発
想
は
枕
団
子
の
性
質
に
つ
い
て
、
五
来
重
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

餓
鬼
に
饗
し
て
葬
送
を
妨
害
さ
せ
な
い
た
め
の
「
饗
供
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
〔
五
来　

一
九
九
二　

九
二
二
―
九
二
三
〕。
そ
の
団
子
を
受
け
取
る

べ
き
餓
鬼
な
ど
を
ふ
く
め
た
邪
霊
は
、
次
の
死
者
が
出
る
こ
と
を
知
り
う
る
存
在
で

も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
施
餓
鬼
会
の
起
源
で
も
、
阿
難
の
死
を
餓
鬼

が
予
言
し
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
の
施
行
が
施
餓
鬼
の
始
ま
り
と
な
っ
て
い
る
〔
藤
井　

一
九
九
三　

二
二
五
―
二
二
六
〕。
つ
ま
り
死
者
の
命
運
を
知
る
存
在
で
あ
る
と
い
う

発
想
が
根
底
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
枕
団
子
が
死
者
の
命
運
や

想
い
を
判
断
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
っ
た
。

❺
饗
供
と
死
者
の
命
運

　

枕
団
子
は
作
法
書
に
も
記
さ
れ
る
よ
う
に
、全
国
に
広
く
見
ら
れ
る
民
俗
で
あ
り
、

そ
れ
は
民
俗
研
究
の
中
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
研
究
上
で
は
、
柳
田

が
忌
み
の
飯
と
し
て
の
側
面
に
注
目
し
た
こ
と
で
、
枕
飯
と
一
体
化
し
た
形
で
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
降
、
枕
団
子
自
体
独
自
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
あ
ま
り

関
心
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
五
来
重
や
そ
れ
を
受
け
た
田
中
宣
一
な
ど
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
邪
霊
的
な
存
在
に
対
す
る
饗
供
と
い
う
視
点
は
、
さ
ら
に
枕
団
子

に
関
す
る
様
々
な
俗
信
を
理
解
す
る
上
で
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

枕
団
子
を
受
け
取
ろ
う
と
す
る
邪
霊
的
な
存
在
は
、
一
方
で
ひ
と
の
寿
命
を
知
り

う
る
存
在
で
あ
り
、
す
で
に
死
ん
で
い
っ
た
人
の
命
運
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
死
ん

で
い
く
人
に
つ
い
て
も
知
り
う
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
そ

の
供
物
と
な
る
枕
団
子
は
死
者
の
命
運
と
結
び
つ
い
て
い
く
の
は
自
然
な
展
開
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
邪
霊
的
な
存
在
を
慰
撫
さ
せ
る
た
め
に
、
死
後
間
も
な
い
段

階
で
い
そ
い
で
枕
団
子
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
〔
田
中　

二
〇
〇
五
（
一
九
九
九
）   

二
二
七
〕。

　

こ
う
し
た
死
後
間
も
な
い
段
階
で
登
場
す
る
枕
団
子
に
よ
っ
て
、
ひ
と
び
と
は
死

ん
で
い
っ
た
人
の
命
運
を
様
々
に
判
断
し
つ
つ
、
葬
儀
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
死

を
受
け
止
め
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
枕
団
子
は
、
生
者
の
間
で
死
を
受
容
さ
せ
る
メ

デ
ィ
ア
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

註（
1
）　

東
京
都
に
本
社
を
置
く
冠
婚
葬
祭
互
助
会
の
平
安
祭
典
は
、
一
九
九
五
年
当
時
、
枕
団
子

を
す
で
に
業
者
側
で
用
意
し
て
い
た
〔
山
田　

二
〇
〇
七　

二
四
四
〕。
だ
が
の
ち
に
は
枕
飯

も
合
わ
せ
て
用
意
す
る
よ
う
に
な
る
〔
山
田　

二
〇
〇
七　

二
五
八
〕。

（
2
）　

一
九
七
〇
年
一
月
三
〇
日
に
初
版
が
発
行
さ
れ
た
が
、
わ
ず
か
一
〇
ヶ
月
後
の
一
〇
月
一

八
日
に
は
二
〇
六
版
を
発
行
し
て
い
る
。

（
3
）　

臼
を
通
常
の
挽
き
方
と
異
な
り
左
回
し
に
す
る
と
い
う
記
述
が
、
以
後
一
貫
し
て
み
ら
れ

る
。
し
か
し
左
回
り
は
反
時
計
回
り
で
あ
り
、
こ
れ
は
通
常
の
臼
の
挽
き
方
で
あ
り
、
異
な

る
わ
け
で
は
な
い
。

（
4
）　
「
生
と
死
と
食
物
」
は
『
食
物
と
心
臓
』
に
収
録
さ
れ
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
柳
田　
（
一
九

四
〇
））。

（
5
）　
『
山
形
県
東
田
川
郡
羽
黒
町
調
査
報
告
書
』（
一
九
六
八
）
は
編
者
は
な
く
、
発
行
が
跡
見

学
園
短
期
大
学
民
俗
研
究
部
と
な
っ
て
い
る
。
便
宜
的
に
跡
見
学
園
短
期
大
学
民
俗
研
究
部

編
と
す
る
。
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参
照
文
献

青
木
俊
也　

二
〇
〇
〇　
「
枕
飯
」『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
下
、
福
田
ア
ジ
オ
・
神
田
よ
り
子
・
新

谷
尚
紀
・
中
込
睦
子
・
湯
川
洋
司
・
渡
邊
欣
雄
編
、
吉
川
弘
文
館

秋
田
市
史
民
俗
部
会
編  

一
九
九
八  『
秋
田
市
史
民
俗
調
査
報
告
書
』（
三
）、
秋
田
市
史
編
さ
ん
室

井
之
口
章
次　

一
九
五
四　
『
仏
教
以
前
』
古
今
書
院

大
島
建
彦
編　

一
九
八
五　
『
男
鹿
脇
本
民
俗
誌
』　

脇
本
地
区
市
民
憲
章
推
進
協
議
会

大
館
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
八
一　
『
大
館
市
史
』
第
四
巻　

大
館
市

大
塚
民
俗
学
会
編　

一
九
七
二　
『
日
本
民
俗
事
典
』
弘
文
堂

鹿
角
市
総
務
部
市
史
編
さ
ん
室
編　

一
九
九
二　
『
花
輪
・
尾
去
沢
の
民
俗
』
下
、
鹿
角
市
史
民
俗

調
査
報
告
書
第
六
集
、
鹿
角
市

五
来
重　

一
九
九
二　
『
葬
と
供
養
』
東
方
出
版

佐
藤
米
司　

一
九
七
二　
「
枕
飯
」『
日
本
民
俗
事
典
』
弘
文
堂

新
谷
尚
紀　

一
九
九
二　
『
日
本
人
の
葬
儀
』
紀
伊
国
屋
書
店

田
中
宣
一　

二
〇
〇
五
（
一
九
九
九
）　
「
枕
飯
と
枕
団
子
」『
祭
り
を
乞
う
神
々
』
吉
川
弘
文
館

中
山
太
郎
編　

一
九
八
〇
（
一
九
四
一
）　
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』
覆
刻
版
、
名
著
普
及
会

能
代
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

二
〇
〇
四　
『
能
代
市
史
』
特
別
編　

民
俗　

能
代
市

東
通
村
史
編
集
委
員
会
編　

一
九
九
七　
『
東
通
村
史
』
民
俗
・
民
俗
芸
能
編　

東
通
村

平
賀
町
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
八
五　
『
平
賀
町
誌
』
下
巻　

平
賀
町

福
田
ア
ジ
オ
・
神
田
よ
り
子
・
新
谷
尚
紀
・
中
込
睦
子
・
湯
川
洋
司
・
渡
邊
欣
雄
編　

二
〇
〇
〇   

『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館

藤
井
正
雄　

一
九
九
三　
『
祖
先
祭
祀
の
儀
礼
構
造
と
民
俗
』
弘
文
堂

本
荘
市
編　

一
九
九
〇　
『
小
友
・
石
沢
の
民
俗
』
本
荘
市
史
民
俗
調
査
報
告
書
第
一
集
、
本
荘
市

本
荘
市
編　

一
九
九
一　
『
小
吉
地
区
埋
田
・
葛
法
の
民
俗
』
本
荘
市
史
民
俗
調
査
報
告
書
第
二
集
、

本
荘
市

本
荘
市
編　

一
九
九
二　
『
南
内
越
・
北
内
越
の
民
俗
』
本
荘
市
史
民
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Makuradango and Thoughts of the Dead

YAMADA Shin’ya

Makuradango dumplings for the dead are used as offerings for the dead along with makurameshi bowls of rice for 

the dead. While it is mentioned in courtesy books and prepared by funeral directors in Tokyo, etc., its actual manner 

varies depending on the regions involved. Conventionally, folklore studies have focused on the special way of making 

makuradango, including how to grind it, the flour, using a furnace, etc. and the quantity of dumplings involved. 

However, they have hardly mentioned the folk customs involving reading the thoughts of the dead and the natural 

lifespan through the changing color of the dumplings.

The reason for the above is because since Kunio Yanagita, makuradango has been considered almost the same as 

makurameshi; namely one of the foods for the dead, based on the understanding that the concepts of eating together 

and taboo originated from the division of those who distributed food for the dead and those who did not receive them, 

because sharing and eating the food for the dead had special effects. Subsequently, it was only Shigeru Gorai who 

focused on makuradango itself. Gorai analyzed the nature of makurameshi and regarded it as an object for soothing 

the soul of the dead, while makuradango was seen as an offering of a feast for evil spirits rather than the soul of the 

dead.

Meanwhile, a folklore chronicle records some regions, mostly in Akita, and also in Aomori and Yamagata, 

where, when the color of makuradango changes to black, this is judged to represent the natural lifespan of the dead. 

Conversely, there are other regions where the color of makuradango is used to judge the thoughts of the dead, and 

when it changes to black, the dead are perceived as having regrets, etc. Although these judgments are contrasting, 

they represent an evaluation over death by the remaining living people. This seems one example of folk customs in 

which living people describe the thoughts of the dead in various ways so that they can accept the fact that a particular 

person died.

There is also another folk custom that judges whether there will be new dead through the changing color of 

makuradango. As Gorai said, such a belief helps us see makuradango as an offering of feast for evil spirits and 

existence aware of the fate of the dead. Further study of makuradango will be required.

Key words: Makuradango, taboo, death, offering, acceptance of death


