
〔
｢祖
霊
祭
紀
の
日
中
比
較
研
究
｣
平
成
11
年
度
研
究
報
告
〕

白
骨
と
遺
骨
崇
拝

は
じ
め
に

死
後
､
肉
体
は
腐
る
｡
し
か
し
骨
は
朽
ち
ず
｡
た
だ
､
そ
の
骨
も
い
づ
れ

の
目
か
朽
ち
る
｡
そ
れ
が
､
自
然
の
摂
理
で
あ
る
｡
こ
の
自
然
の
摂
理
の
過

程
の
な
か
に
､
人
間
は
火
葬
と
い
,之
葬
法
を
も
ち
こ
塾

骨
化
を
早
め
る
｡

骨
化
が
白
骨
を
目
指
し
た
と
し
て
も

'
は
た
し
て
白
骨
は
遺
骨
の
意
識
と
結

び
つ
く
の
か
｡
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
葬
送
史
を
僻
略
し
た
時
､

〔納

骨
/
散
骨
〕
と
い
,之
温
骨
処
理
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
O
そ
れ
は
､

ど
の
程
度
の
浸
透
力
を
も
っ
て
人
々
の
葬
送
習
俗
の
規
範
と
な
っ
た
の
か
｡

〔納
骨
/
散
骨
〕
と
い
う
遺
骨
処
理
の
方
法
は
､

〔遺
骨
尊
重
/
遺
骨
軽

視
〕
の
意
識
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
の
か
｡
さ
ら
に
'
霊
覇
の
依
代
と
し
て

の
骨
と
い
う
観
念
と
'
祖
霊
信
仰
の
成
立
と
の
関
連
は
霊
肉
二
元
論
の
次
元

で
は
把
握
し
き
れ
な
い
問
題
を
孝
ん
で
い
る
｡
そ
の
意
味
で
､
山
折
哲
雄
の

次
の
よ
う
な
方
法
論
は
示
唆
的
で
あ
っ
た
o

｢死
｣
の
問
題
を

｢霊
と
肉
｣
の
二
元
的
構
図
の
な
か
で
と
ら
え
よ
う

と
す
る
方
法
に
た
い
し
て
､
も
う
一
つ
､

｢霊
と
肉
と
骨
｣
と
い
う
三

一謡
;な
立
停
構
成
の
な
か
で
考
察
す
る
方
法
が
'
わ
が
国
の
場
合
と
り

中
村

一
基

わ
け
有
効
で
も
あ
り
'
か
つ
必
要
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡

(
『死
の
民
俗
学
-
日
本
人
の
死
生
観
と.葬
送
儀
礼
-
』
第

1
章

｢死

と
民
俗
-
遺
骨
崇
拝
の
源
流
-
｣
)

白
骨
と
い
う
強
力
な
磁
場
が
遺
骨
崇
拝
に
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡

山
折
が

r遺
骨
崇
拝
の
源
流
｣
を
考
え
る
上
で
､
重
要
な
モ
メ
ン
ト
と
し
て

あ
げ
る

｢十
一
-
十
二
世
紀
に
お
け
る
納
骨
信
仰
の
形
成
｣

(同
)
の
背
後

に
､
白
骨
と
い
う
強
力
な
磁
場
の
存
在
を
思
い
描
く
｡
さ
ら
に
､
磁
場
の
形

成
に
民
俗
と
し
て
の

〔
八白
)
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
〕
が
強
く
働
い
て
い
る
の

で
は
な
い
か
｡

一

寮
儀
礼
と
遺
骨

務
儀
礼
は
風
葬
の
儀
礼
化
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
黄
泉
の
国
と
は

残
儀
礼
の
神
話
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'

｢伊
襲
諾
尊
'
そ
の
妹
を
見

ま
さ
む
と
欲
し
て
､
丹
ち
残
数
の
虚
に
到
す
｣

(
『日
本
立
見
』
巻
第

一
'

黄
泉
の
国
)
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
｡
黄
泉
の
国
で
､
イ
ザ
ナ
ギ
が
見
た

も
の
は

｢
一
つ
火
燭
し
て
入
り
見
た
ま
ひ
し
時
､
宇
土
多
加
頑
許
呂
呂
岐
皇

(比
の
十
字
は
音
を
以
ゐ
よ
｡
)
｣

(
『古
事
記
』
上
巻
､
黄
泉
国
)
～



｢膿
沸
き
轟
流
る
｣

｢脹
滴
れ
太
高
へ
り
｣

(
『日
本
書
紀
』
巻
第

一
､
黄

泉
の
国
)
と
あ
る
よ
う
に
､
イ
ザ
ナ
ミ
の
腐
乱
し
て
い
く
屍
体
で
あ
っ
た
｡

寮
と
唱

屍
体
を
1
定
期
間
地
上
に
と
ど
め
お
く
儀
礼
を
意
味
し
'
そ
の
後
､

屍
体

(ま
た
は
骨
)
を
陵
墓
へ
最
終
的
に
埋
葬
す
る
｡
即
ち
､
複
葬
と
よ
ば

れ
る
形
態
を
と
る
｡
残
儀
礼
が
第
1
盗
欝
と
す
れ
ば
､
埋
葬
儀
礼
は
第
二
次

葬
で
あ
る
｡

｢喪
屋
｣
に
置
か
れ
た
死
体
が
腐
敗
し
て
い
く
期
間
が
､
積
の

期
間
で
あ
る
｡
イ
ザ
ナ
ミ
の
寮
が
何
日
間
続
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
､

｢乃

ち
其
庭
に
喪
屋
を
造
り
て
､

(略
)
日
八
日
夜
八
夜
を
遊
び
き
｡
｣

(
『古

事
記
』
上
巻

天
若
日
子
の
義
鎮
)

｢天
に
し
童

ソ
で
癒
し
突
く
.
｣

(
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
へ
神
代
､
同
)
と
､
天
若
日
子
の
寮
は

｢日
八
日

夜
八
夜
｣
で
あ
る
｡
こ
の
期
間
が
長
け
れ
ば
､
屍
体
は
腐
敗
か
ら
骨
化
へ
と

進
む
だ
ろ
う
.
だ
が
､
神
話
に
お
け
る
二
例
で
は
腐
乱
の
状
態
で
務
期
間
が

終
了
し
て
い
る
｡

｢死
者
は
飲
む
る
に
棺
櫛
を
以
て
し
､
親
賓
､
屍
に
つ
い

重

し
､
妻
子
兄
弟
は
白
布
を
以
て
服
を
製
雪

貴
人
は
三
年
外
に
残
し
､

庶
人
は
日
を
卜
し
て
埋
む
.
｣

(
『晴
圭
昆
倭
国
伝
)
と
あ
る
よ
う
に
'
務

の
期
間
は

r貴
人
｣
と

｢庶
人
｣
と
で
異
な
っ
て
い
る
｡
例
え
ば
､
持
統
天

皇
の
場
合
は
'
大
宝
二
年

〔七
〇
二
〕
十
二
月
二
十
二
日
に
崩
御
'
二
十
九

日
に

｢酉
殿
に
嬢
す
1
｣
と
務
儀
礼
が
始
ま
る
｡
そ
の
儀
礼
は

｢飛
鳥
の
岡

に
火
葬
｣
さ
れ
る
翌
年
十
二
月
十
七
日
ま
で
'
約
1
年
続
い
た

(
『続
日
本

紀
』
文
武
天
皇
紀
)
｡
た
だ
､
仏
教
式
火
葬
が
普
及
す
る
以
前
に
は
長
期
に

お
よ
び
､
そ
れ
以
後
に
な
る
と
急
速
に
短
縮
さ
れ
る
傾
向
を
示
し
て
い
く
｡

平
城
遷
都

(七
1
0
)
以
降
は
'

｢太
上
天
皇

(=
元
明
)
､
平
城
宮
の
中

安
殿
に
崩
り
ま
し
ぬ
(養
老
五
年

〔七
二
1
]
±

有
七
日
)
0
太
上
天
皇

を
大
和
国
添
上
郡
椎
山
陵
に
葬
る

(同
十
三
日
)
｡
喪
の
儀
を
用
い
ず
｡
遺

詔
に
由
り
て
な
り
｡
｣

(
『続
日
本
紀
』
元
正
天
皇
)
と
あ
る
よ
う
に
'
元

明
天
皇
の
七
日
と
い
う
例
も
あ
る
｡
務
期
間
の
短
縮
は
､
薄
葬
へ
の
志
向
性

を
示
す
と
と
も
に
､
仏
教
式
火
葬
の
普
及
の
影
響
に
よ
る
だ
ろ
う
.
務
期
間

が
短
緒
の
場
合
､
当
然
､
腐
敗
-
骨
化
が
あ
り
え
な
い
｡
埋
葬
の
た
め
の
骨

化
は
､
死
体
を
焼
却
す
る
火
葬
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
｡
た
だ
､
埋

葬
が
土
葬
の
場
合
も
あ
り
､
必
ず
し
も
骨
を
得
よ
フ̂
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
｡

｢死
体
を
焼
か
ぬ
の
は
､
も
と
よ
り
身
体
が
な
け
れ
ば
も
ど
っ
て
き
た

魂
の
棲
み
か
が
な
く
な
る
か
ら
｣

(西
郷
信
綱

『古
代
人
と
死
･⊥
八
地

･
葬

り
･
魂

･
王
権
-
』

｣黄
泉
の
国
と
は
何
か
｣
)
と
い
う
霊
肉
二
元
論
の
死

後
観
が
こ
こ
に
は
あ
る
｡
火
葬
は
遺
骨
と
し
て
の
骨
を
得
る
の
が
目
的
で
は

な
か
っ
た
の
だ
｡
そ
の
意
味
で
'

｢靖
の
事
例
は
か
な
ら
ず
L
も
遺
骨
に
た

い
す
る
尊
重
の
観
念
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
｣

(山
折
哲
雄

『死
の
民

俗
学
-
日
本
人
の
死
生
観
と
葬
送
儀
礼
-
』
)
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
殖

儀
礼

の場
と
は

｢霊

(魂
)
の
み
が
有
五霞

と
さ
れ
る
時
空
間

(死
)
に
直

面
し
た
と
き
､
そ
の
死
者
の
霊
の
転
変
を
強
く
立皐

ノる
｣

(山
折
)
場
で

あ
っ
た
｡二

薄
葬
思
想
と
遺
骨

中
国
で
は
厚
葬
と
蓮
葬
と
い
う
埋
葬
に
つ
い
て
の
対
立
す
る
考
え
が
あ
っ

た
｡
厚
葬
と
薄
葬
の
違
い
は
､
異
な
っ
た
死
生
観
に
よ
る
｡
厚
葬
は

｢死
体

を
埋
葬
す
る
が
､
そ
れ
で
も
霊
魂
が
回
帰
し
て
死
者
が
復
活
す
る
こ
と
を
期

膚
｣

(煙
塵
清
司

『死
者
の
棲
む
楽
園
-
古
代
中
国
の
死
-
』
)
す
る
埋
葬

法
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
厚
葬
の
代
表
的
な
形
態
が
古
墳
で
あ
る
｡
薄
葬
は
墓

は
造
る
が
墳
を
築
か
な
い
｡
大
化
二
年

(六
四
六
二
二
月
廿
二
日
､
孝
徳
天

皇
は
次
の
よ
う
な
詔
を
発
し
た

(世
に
言
う
､
大
化
の
薄
葬
令
)
0

詔
し
て
日
は
く
､

｢朕
聞
く
､
西
土
の
君
､
其
の
民
を
戒
め
て
日
へ
ら

く
､

『古
の
葬
は
'
高
き
に
因
り
て
墓
と
す
｡
封
か
ず
樹
ゑ
ず
､
棺
櫛

は
以
て
骨
を
朽
す
に
足
る
ば
か
り
'
衣
衿
は
以
て
宍
を
朽
す
に
足
る
ば

か
り
.
*
'
吾
'
比
の
丘
嘘
'
不
食
な
る
地
を
営
り
て
'
代
を
易
へ
む

後
に
､
其
の
所
を
知
ら
ざ
ら
し
め
む
こ
と
を
欲
す
｡

(略
)
又
日
へ
ら

り



く
'

『
天
れ
葬
は
蔵
す
な
り
｡
人
の
見
る
こ
と
得
ざ
ら
む
こ
と
を
欲

す
』
と
い
へ
り
｡
廼
者
､
我
が
民
の
貧
し
く
絶
し
き
こ
と
'
専
墓
を
営

る
に
由
れ
り
｡

(略
)
庶
民
亡
な
む
時
に
は
､
地
に
収
め
埋
め
よ
｡

(略
)
一
日
も
停
む
る
こ
と
莫
れ
｡
凡
そ
王
よ
り
以
下
'
庶
民
に
至
る

ま
で
に
､
残
営
る
こ
と
得
ざ
れ
｡
凡
そ
畿
内
よ
り
'
諸
の
国
等
に
及
る

ま
で
に
'

一
所
に
定
め
て
､
収
め
埋
め
し
め
､
汚
積
し
く
庭
虞
に
散
ら

し
埋
む
る
こ
と
得
じ
｡

(
『日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
五
)

周
知
の
よ
う
に
'
こ
の
詔
は
文
帝

(
『魂
志
』
)
の
薄
葬
の
理
念
を
踏
襲

し
て
い
る
｡
文
帝
の
理
想
は
会
稽
に
葬
ら
れ
た
南
の
よ
う
に
､
自
然
の
山
林

に
葬
ら
れ
､
墓
が
山
や
林
と
一
つ
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
､
代
が
か
わ
っ
た

後
は
ど
こ
に
埋
め
た
か
知
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
.
厚
葬
の
襲

D'

屍
体
は
再
生
の
た
め
の
屍
休
で
あ
る
o
そ
の
た
め
､
腐
敗
防
止
を
始
め
徹
底

し
た
保
存
術
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
｡
薄
葬
は

｢棺
櫛
は
以
て
骨
を
朽
す
に
足
る

ば
か
り
'
衣
衿
は
以
て
宍
を
朽
す
に
足
る
ば
か
り
｣

(孝
徳
天
皇
詔
)
と
あ

る
よ
う
に
､
肉
体
が
朽
ち
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
｡
そ
れ
は

東
気
は
天
に

帰
し
､
形
晩
は
地
に
帰
b
o
｣

(
『礼
記
』
郊
特
牲
篇
)
t
.｢衆
生
は
必
ず

死
す
｡
死
す
れ
ば
必
ず
土
に
帰
る
｡
骨
肉
は
下
に
集
れ
'
陰
れ
て
野
の
土
と

な
る
｡
そ
の
気
は
上
に
発
揚
し
て
昭
明
と
な
る
｡
｣

(
『
礼
記
』
奈
義
篇
)

と
い
っ
た
､
人
間
に
は
魂
と
塊
の
二
つ
の
霊
魂
が
あ
り
､
死
ぬ
と
魂
は
天
上

に
昇
り
'
晩
は
死
体
と
と
も
に
地
中
に
入
る
と
い
っ
た
儒
教
の
魂
塊
観
に
も

と
づ
く
だ
ろ
う
O
屍
体
が
腐
敗
し
て
い
け
ば
晩
も
朽
ち
､
白
骨
が
大
地
に
化

し
て
し
ま
う
と
塊
も
消
滅
す
る
と
い
う
観
念
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
逆
に
言
え

ば
､
屍
体
が
土
に
戻
る
ま
で
は
'
抜
け
出
し
た
魂
が
帰
る
べ
き
天
に
帰
れ
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
｡
そ
れ
故
､

｢死
し
て
速
か
に
朽
ち
る
の
愈
れ

る
に
し
か
ず
1
｣

(孔
子
の
111Ino

『礼
宕巴

檀
弓
篇
上
)
な
の
で
あ
る
｡
薄

山香
爪藩
で
は
骨
は
､
早
く
消
滅
す
べ
き
物
で
あ
っ
た
o

三

仏
教
式
火
葬
と
遺
骨

仏
教
式
火
葬
の
有
り
様
を
強
烈
に
伝
え
る
の
は
､
僧
景
戒
の
夢
で
あ
る
｡

そ
れ
は
､

｢景
戒
が
身
死
ぬ
る
時
に
､
薪
を
積
み
て
死
ぬ
る
身
を
焼
く
｡
麦

に
景
戒
が
魂
神
､
身
を
焼
く
辺
に
立
ち
て
見
れ
ば
'
意
の
如
く
焼
け
ぬ
な

り
｡
即
ち
自
ら
シ
モ
ト
を
取
り
'
焼
か
る
る
己
が
身
を
つ
き
カ
ナ
フ
タ
シ
に

串
キ
､
返
し
焼
く
｡
｣

(
『日
本
霊
異
記
』
)
と
あ
る
よ
う
に
､
自
ら
の
死

体
を
自
ら
の
魂
が
焼
く
と
い
う
夢
で
あ
っ
た
｡
異
常
な
ほ
ど
の
､
焼
却
へ
の

意
思
で
あ
る
｡
日
本
に
お
け
る
仏
教
式
火
葬
の
始
ま
り
は
'

｢弟
子
ら
､
遺

せ
る
教
を
奉
け
て
'
粟
原
に
火
葬
せ
り
｡
天
下
の
火
葬
此
よ
り
始
ま
れ

り
｡
｣

(
『続
日
本
紀
』
)
と
あ
る
､
僧
道
昭
の
火
葬
と
伝
え
る
｡
な
お
､

道
昭
の
遺
骨
の
行
方
に
つ
い
て
は

｢世
伝
へ
て
云
は
く
'

｢火
葬
し
畢
り

て
､
親
族
と
弟
子
と
相
争
ひ
て
､
和
上
の
骨
を
取
り
て
飲
め
む
と
欲
る
に
､

親
風
忽
に
起
り
て
'
灰
骨
を
吹
き
揚
げ
て
､
終
に
そ
の
処
を
知
ら
ず
一｡
時
の

人
異
ぶ
｣
と
い
へ
り
｡
｣

(同
)
と
奇
異
な
話
を
伝
え
る
｡
即
ち
'
道
昭
の

骨
灰
を
親
族
と
弟
子
が
取
り
合
っ
た
と
こ
ろ
､
親
風
が
忽
に
起
こ
っ
て
骨
灰

を
吹
き
上
げ
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
親
風
に
仏
の
意
思

を
読
む
こ
と
は
可
能
だ
｡
な
ぜ
な
ら
､

｢仏
教
の
身
体
観
な
い
し
遺
骸
観

は
､
身
体

･
遺
骸
に
執
着
し
な
い
の
が
基
本
的
立
場
で
あ
る
｡
｣

藤
井
正

雄

『骨
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
)
か
ら
で
あ
り
'

｢仏
教
の
基
本
的
思
想
は

(縁
起
思
想
)
で
あ
る
｡
現
実
の
生
を
受
け
た
存
在
で
あ
る
私
た
ち
の
身
体

と
心
は
､

(五
重
仮
和
合

と
い
っ
て
､
心
身
を
構
成
す
る
色

･
受
･
想

･

行
･
識
の
五
つ
の
要
素
で
あ
る
五
蕗
が
仮
に
集
ま
っ
て
構
成
さ
れ
る
｡
従
っ

て
､
死
に
よ
っ
て
五
蕗
は
離
散
す
る
運
命
に
あ
る
｡
｣

(藤
井
U
同
書
)
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
｡
散
骨
は
'
こ
の
仏
教
の
遺
骸
観
に
も
と
づ
v
o
遺
骨

だ
か
ら
と
い
っ
て
､
特
別
視
し
な
い
｡

『万
葉
集
』
の

｢秋
津
野
を
人
の
か

く
れ
ば
朝
撤
き
し
君
が
思
は
え
て
嘆
き
は
止
ま
ず
｣

(#
八

｢挽
歌
｣

1
四

〇
五
)
､

｢玉
梓
の
妹
は
玉
か
も
あ
し
ひ
き
の
活
き
山
辺
に
撒
け
ば
散
り
ぬ
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る
｣

(同
｡
一
四
一
五
)
は
散
骨
の
様
子
を
伝
え
る
と
言
わ
れ
る
｡
律
令
に

お
い
て
も

｢凡
そ
三
位
以
上
､
及
び
別
祖
･
氏
宗
は
､
並
に
墓
を
営
す
る
こ

と
を
得
｡
以
外
は
す
べ
か
ら
ず
｡
墓
を
営
す
る
こ
と
を
得
と
錐
も
､
若
し
大

蔵
せ
む
と
欲
は
ば
聴
せ
｡
｣

(
｢喪
要

¶｣
)
と
'

｢墓
を
営
す
る
｣
こ
と

と

｢大
蔵
｣
と
の
併
存
が
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の

｢大
蔵
｣
に
関
し
て
は

｢古
記
に
云
く
､

(略
)
骨
を
以
て
除
散
す
る
也
｣

(
冠
F集
解
』
注
記
)

と
散
骨
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
則
ち
､
納
骨
と
散
骨
'
と
も
に
認

め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
散
骨
の
習
俗
が
薄

葬
思想
の
徹
底
化
と
い

う
形
で
結
実
し
た
の
が
､
淳
和
天
皇
の
散
骨
の
遺
詔
で
あ
ろ
う
｡

｢予
聞

V
'
人
没
す
れ
ば
精
魂
天
に
帰
す
｡
而
し
て
空
し
く
冨
墓
存
し
て
鬼
物
蔦
に

潜
る
｡
終
に
以
て
崇
り
を
為
し
'
長
く
後
累
を
胎
す
｡
｣

｢骨
を
砕
き
て
粉

と
為
し
'
之
を
山
中
に
散
ら
し
め
よ
｣

(
『続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年

(

八
四
〇
)
五
月
)
｡
こ
の
天
皇
の
遣
詔
に
異
論
を
唱
え
た
の
が
､
中
納
言

藤
壁

日野
で
あ
っ
た
｡
彼
は

｢山
陵
猶
塞
廟
也
｡
｣
と
山
陵
の
必
要
性
を
説

い
た
が
､
紛
糾
の
末
､
判
断
を
任
さ
れ
た
嵯
峨
上
皇
は
'
淳
和
の
遺
志
を
尊

重
し
て

｢御
骨
を
砕
粉
｣
そ
し
て
､

｢大
原
野
酉
山
嶺
の
上
に
散
じ
｣
た
の

で
あ
る

(
『東
日
本
後
紀
』
)
.

四

浄
稜
の
撃

退
骨

王
朝
貴
族
は
墓
参
り
を
ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
｡
長
徳
二
年

(九
九
六
)

四
月
､
藤
原
道
長
の
た
め
に
太
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
伊
周

が
､
夜
ひ
そ
か
に
藤
原
-
門
の
墓
所
で
あ
る
木
幡
に
向
か
い
'
前
年
に
死
ん

だ
父
道
隆
の
墓
標
を
捜
す

｢
『そ
の
程
ぞ
か
し
』
と
推
し
量
り
お
は
し
ま
い

て
t
か
の
山
近
に
て
お
り
さ
せ
給
て
､
く
れ
ぐ
れ
と
分
け
入
ら
せ
給
に
'
木

の
間
よ
り
漏
り
出
た
る
月
を
し
る
べ
に
て
､
卒
塔
婆
や
釘
貫
な
ど
い
と
多
か

る
中
に
､

『こ
れ
は
去
年
の
比
頃
の
事
ぞ
か
し
｡
さ
れ
ば
少
し
白
く
見
ゆ
れ

…く

其
折
か
ら
人
人
あ
ま
た
も
の
し
給
ひ
し
か
ば
､
い
づ
れ
に
か
』
と
尋
ま

い
ら
せ
給
へ
り
｡
｣

(
『栄
花
物
語
』
巻
五

｢浦
々
の
別
｣
)
と
い
う
場
面

か
ら
'
伊
周
が
墓
参
り
を
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡

｢真
実

の
御
身
を
飲
め
給
へ
る
こ
の
山
に
は
､
た
だ
標
ば
か
り
の
石
の
卒
塔
婆

一
本

ば
か
り
立
て
れ
ば
､
又
､
参
り
寄
る
人
も
な
し
o
｣

(
『栄
花
物
蛋巴

巻
十

六

｢う
た
が
ひ
｣
)
と
あ
る
ご
と
く
だ
｡
火
葬
さ
れ
た
遺
骨
は
忌
避
さ
れ

た
｡
十
陵
五
墓
と
い
っ
た
重
要
な
陵
墓
の
参
詣
さ
え
も
忌
避
さ
れ
た
｡
そ
こ

に

｢死
積
に
対
す
る
過
敏
症
｣

(高
取
正
男

『
神
道
の
成
立
』
)
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
｡
死
積
の
忌
は
三
十
日

(
『
延
書
式
』
臨
時
祭
の
条
)
｡
た
だ
'

遺
骨
尊
重
の
念
は
薄
い
が
'
死
者
追
悼
の
念
は
薄
く
は
な
か
っ
た
｡
俺
慮
と

か
土

殿
と
よ
ば
れ
た
喪
屋
で
の
忌
み
ご
も
り
は
厳
重
に
な
さ
れ
た
と
い
う
P

五

浄
土
教
の
浸
透
と
遺
骨

浄
土
教
と
死
積
意
識
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
､
高
取
正
男
の

｢浄
土
教

の
興
隆
に
つ
れ
て
墓
地
の
近
傍
に
三
昧
堂
な
ど
の
堂
舎
を
建
立
し
､
あ
る
い

は
そ
の
種
の
寺
堂
の
近
く
に
死
者
の
遺
骸
や
遺
骨
を
埋
め
､
滅
罪
と
あ
わ
せ

て
死
者
を
極
楽
に
引
導
す
る
仏
事
供
養
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
､
貴
族

た
ち
を
縛
っ
て
い
た
死
の
忌
み
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
禁
忌
は
､
確
実
に
ゆ

る
み
は
じ
め
｣

(
『神
道
の
成
立
』
)
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
､

｢や
が

て
三
昧
堂
を
建
て
さ
せ
給
ふ
｡
｣

｢我
こ
の
大
願
の
力
に
よ
り
て
､
こ
の
山

に
骨
を
埋
み
､
屍
を
隠
し
給
は
ん
人
'
我
先
祖
よ
り
始
め
奉
り
'
親
し
き
疎

き
分
か
ず
､
す
ぎ
に
し
方
よ
り
今
行
末
に
至
る
ま
で
､
菩
提
併
果
を
記
し
'

且
は
自
ら
の
二
世
の
願
叶
ひ
ぬ
べ
く
は
､
こ
の
火

一
度
に
出
で
て
､
今
日
よ

り
後
消
え
ず
し
て
､
我
末
の
世
の
人
々
同
じ
く
勤
め
､
三
昧
の
燈
火
を
消
た

ず
掲
げ
継
ぐ
べ
く
は
､
こ
の
火
一
度
に
疾
く
出
づ
べ
し
｣
と
祈
り
て
打
た
せ

給
L
に
へ
こ
の
火
一
度
に
出
で
て
こ
の
廿
徐
年
今
に
消
え
ず
｡
｣

(
『栄
花

物
語
』
巻
十
五
)
と
あ
る
よ
う
に
､
そ
の
事
は
藤
原
道
長
が
木
幡

(藤
原
家

の
墓
地
)
に
浄
妙
寺
三
昧
堂
を
建
立
す
る
と
い
っ
た
事
態
に
よ
っ
て
'
い
っ

4



そ
う
進
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
｡
時
代
が
'
遺
骨
軽
視
か
ら
遺
骨
等
重
の
時

代
へ
推
移
L
t
火
葬
骨
や
そ
の
埋
葬
地
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
､
十

一
世
紀
も
な
か
ば
辺
り
で
'
道
長
の
子
息
頼
通
は
康
平
五
年

(
一
〇
六
二
)

八
月
二
十
九
日
に
､
木
幡
に
葬
ら
れ
た
父
の
墓
を
詣
で
て
い
る
｡
や
が
て
木

幡
に
は
常
時
､
墓
守
り
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
､
埋
葬
所
と
し
て
の
整

理
･
管
理
が
行
き
と
ど
く
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
の
現
象
は
､
氏
寺

(菩
提

所
)
が
､
遺
骨
が
あ
る
こ
と
で
'
氏
の
繁
栄
を
約
束
し
護
持
す
る
場
所
と

な
っ
た
､
と
い
之̂
温
骨
観
の
変
遷
を
物
語
っ
て
い
る
｡
こ
こ
に
骨
を
祭
紀
す

る
風
習
が
根
づ
き
'
遺
骨
が
安
置
さ
れ
る
塔
で
の
供
養

(仏
事
)
が
盛
ん
に

営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
.
ま
た
､

r今
夕
､
御
室

倉
見
法
法
親
王
)
御
葬

送
､

(中
略
)
法
橋
覚
深
懸
御
骨
､
直
登
高
野
山
､
奉
務
彼
山
御
塔
'
即
於

件
御
所
､
可
被
行
五
十
日
御
仏
事
云
々
｣

(
Fujハ範
記
』
)
､
美
福
門
院
御

骨
奉
塗
南
野
御
山
､
依
御
遺
言
｣

(
『山
塊
記
』
)
と
あ
る
よ
う
に
'
高
野

山
に
遺
骨
や
遺
髪
を
納
め
る
風
習
が
ひ
ろ
ま
っ
た
結
果
'
十
二
世
紀
半
ば
に

は
､
覚
法
法
親
王
や
美
福
門
院
の
高
野
山
納
骨
も
実
現
す
る
｡
美
福
門
院
の

例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
､
女
性
の
入
山
入
寺
を
拒
ん
だ
高
野
山

(比
叡
山

ち
)
も
骨
だ
け
は
別
で
あ
っ
た
｡

｢骨
が
す
で
に
性
別
や
､
浄
不
浄
と
は
別

の
次
元
で
､
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
｡
｣

(西
口
順
子

貢

の
カ
ー
古
代
の
女
性
と
仏
教
-
』
第
二
章

｢骨
の
ゆ
く
え
｣
)
二
鳥
野

山
と
弥
勘
信
仰
と
の
関
係
は
､
山
中
他
界
の
観
念
を
北旦
兄に
､
高
野
山
を
弥

勘
浄
土
と
す
る
信
仰
の
形
成
を
招
い
た
｡
さ
ら
に
､
弥
勘
下
生
信
仰
の
広
が

り
の
な
か
で
､
メ
シ
ア
と
し
て
の
弘
法
大
師
と
弥
勘
と
の
繋
が
り
が
強
調
さ

れ
始
め
た
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
高
野
山
の
納
骨
習
俗
も
'
弘
法
大
師
信
仰

(弥
勤
の
化
身
)
を
北星
尻と
し
て
､
急
速
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
.
そ
こ
に

は
､
高
野
聖
の
精
力
的
な
勧
進
活
動
も
あ
っ
た
｡
勧
進

･
勧
化
の
中
身
は
弥

欝

土
信
仰
と
念
仏
で
あ
り
､
彼
ら
は
唱
導
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
の
た
め
の

納
骨
を
説
い
て
い
っ
た
｡
高
野
納
骨
の
宗
教
的
時
空
間
と
は
､
ま
さ
に

｢霊

と
肉
と
骨
の
三
元
構
造
が
立義
賊さ
れ
る
時
空
間

(霊
と
肉
の
解
体
の
彼
方
に

骨
の
有
意
味
性
を
仮
定
し
よ
う
と
す
る
)
｣

(山
折
)
で
あ
っ
た
｡

六
白
骨
と
舎
利
信
仰

遺
体
を
極
度
に
圧
縮
し
た

｢骨
｣
と
い
う
堅
固
な
遺
存
物
は
､

｢霊
｣
と

い
う
不
可
視
な
存
在
が
積
か
ら
浄
へ
と
推
移
す
る
過
程
を
象
徴
す
る
｡
さ
ら

に
､
火
葬
に
よ
る
骨
化
は

｢破
れ
を
火
に
よ
っ
て
焼
き
清
め
る
､
浄
化
す

る
｡
焼
き
清
め
ら
れ
た
ケ
ガ
レ
は
聖
な
る
も
の
へ
と
転
換
す
る
と
い
う
メ
カ

ニ
ズ
ム
｣

(新
谷
尚
紀

『死
･
墓

･
霊
の
信
仰
民
俗
史
』
)
に
よ
っ
て
'

｢遺
骨
灰
は
聖
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ
る
｡
｣

(新
谷
｡
同

書
)
と
い
う
指
摘
も
艶
味
深
い
.
さ
ら
に
､
興
味
深
い
の
は
､
平
安
貴
族
の

議
論
の
中
で

｢又
骨
す
で
に
湿
気
有
ら
ば
､
も
し
く
は
三
十
箇
日
内
の
骨

か
､
白
骨
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
｣

(
『小
右
記
』
長
和
五
年

(
T
〇
一
六
)
六

月
十
九
日
条
)
と
骨
と
白
骨
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
轟

論
は
骨
に
関
す
る
積
の
議
論
に
関
す
る
も
の
で
､
笹
原
が

〔白
骨
か
否
か
〕

に
置
か
れ
て
い
た
｡
湿
気
を
帯
び
て
い
る
こ
と
か
ら
､
死
後
三
十
日
以
内
の

骨
で
あ
っ
て
'
白
骨
と
は
言
え
な
い
と
積
れ
を
懸
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

死
積
の
観
念
の
他
方
で
､
白
骨
は
積
れ
で
は
な
い
と
い
う
観
念
の
波
及
す
る

問
題
は
大
き
い
｡
白
骨
の
清
浄
性
と
い
う
観
念
こ
そ
､
高
野
山
奥
の
院
-
清

浄
の
地
へ
の
納
骨
を
可
能
に
す
る
観
念
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
'
白
骨
の
清
浄

性
と
い
う
観
念
を
成
立
さ
せ
た
の
を
､
西
口
は

｢舎
利
信
仰
の
流
布
｣

(同

書
)
と
と
ら
え
る
｡
舎
利
崇
拝
は
釈
迦
入
滅
の
直
後
か
ら
起
こ
り
､
中
国
で

は
唐
代
以
前
に
舎
利
崇
拝
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
日
本
で
は

｢大
会
の
設
斎
し

き
｡
こ
の
時
に
達
等
､
仏
の
舎
利
を
斎
食
の
上
に
得
た
り
｡
す
な
わ
ち
舎
利

を
馬
子
の
宿
禰
に
献
り
し
か
ば
'
馬
子
の
宿
禰
､
試
に
舎
利
を
域
質
の
中
に

置
き
､
域
の
槌
を
振
り
て
打
ち
L
に
､
そ
の
質
と
槌
と
悉
に
捲
き
壌
え
て
､

し
か
も
舎
利
は
撞
き
穀
つ
べ
か
ら
ざ
り
き
｡
ま
た
舎
利
を
永
に
投
れ
L
に
､

舎
利
心
の
願
へ
る
ま
に
ま
に
永
に
浮
き
沈
み
貴
P
こ
れ
に
よ
り
て
馬
子
の
宿
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禰
､

(略
)
深
く
仏
の
法
を
信
け
て
修
行
し
て
慣
さ
り
き
｡
｣

(
『日
本
書

紀
』
』
第
二
〇
､
敏
達
天
皇
一
三

(五
八
四
)
年
条
)
と
あ
る
よ
う
に
､
五

八
四
年
に
蘇
我
馬
子
の
設
斎
に
司
馬
達
等
が
舎
利
を
献
じ
た
こ
と
に
始
ま

る
o
舎
利
崇
拝
が
法
会

(
r舎
利
会
｣
)
の
形
式
を
と
る
の
は
鑑
真
が
唐
招

提
寺
に
請
来
し
た
こ
と
に
始
ま
る

(
『傭
教
大
事
典
』
)
｡
十

一
世
紀
に

な
っ
て
'
道
長
の
時
代
に
金
垂

信
仰
が
強
く
貴
族
か
ら
民
衆
の
心
を
掴
ん
で

い
た
こ
と
は
'

｢小
女
地相妾
養
院
､
奉
拝
仏
舎
利
､
近
旦
兄
中
男
女
挙
首
参

拝
云
々
'
事
依
功
徳
所
令
参
也
'
｣

(
『小
右
記
』
万
寿
元
年

(
一
〇
二

四
)
四
月
十
七
日
条
)
'

｢四
月
に
な
れ
ば
'
賀
茂
の
祭
と
て
世
騒
ぎ
た
る

に
､
又
山
の
座
主

〔院
源
〕
､
山
の
舎
利
を
女
の
え
拝
み
給
は
ぬ
事
い
と
い

と
口
惜
し
と
て
､
舎
利
会
せ
ん
と
て
､
舎
利
は
ま
づ
く
だ
し
奉
り
給
へ
れ

ば
､
世
中
の
人
々
参
り
拝
み
奉
る
｡
｣

(
『栄
花
物
笠巴
巻
第
二
十
二

｢と

り
の
ま
ひ
｣
)
､

｢天
台
座
主

〔院
源
〕
僧
正
於
祇
陀
林
寺
､
奉
移
叡
山
仏

舎
利
供
養
之
'
院
･
宮
荘
入
道
大
相
国

〔道
長
〕
･
関
白
左
大
臣

〔頼
通
〕

以
下
各
以
助
成
'
結
線
黄
塵
不
可
勝
計
､
有
音
楽
舞
｣

(
『日
本
紀
略
』
万

寿
元
年

(
一
〇
二
四
)
四
月
二
十
一
日
条
)
と
い
っ
た
記
録
か
ら
窺
え
る
｡

舎
利
信
仰
が
遺
骨
の
聖
性
化
と
結
び
つ
き
､
そ
の
事
が
納
骨
の
動
き
を
早
め

て
い
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
､
西
口
順
子
の

｢舎
利
へ
の
信
仰
が
､
開
山
や

高
僧
の
墓
所
や
遺
骨
へ
の
信
仰
を
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
は
､
ほ
ぼ
間
違
い

な
い
｡
ま
ず
'
弟
子
た
ち
の
な
か
で
礼
拝
の
対
象
と
さ
れ
､
遺
骨
の
聖
性
は

た
か
ま
っ
た
｡
そ
れ
が
普
遍
化
さ
れ
た
と
き
､
骨
は
も
は
や
積
と
は
み
な
さ

れ
な
か
っ
た
｡
む
し
ろ
遺
骨
は
仏
と
お
な
じ
く
礼
拝
す
べ
き
も
の
と
な
っ

た
｡
開
山
や
中
風
T
Jし
て
信
仰
さ
れ
た
僧
の
墓
所
の
周
辺
に
は
'
死
後
の
安

穏
を
願
っ
て
人
々
が
納
骨
し
た
｡
そ
れ
は
'
開
山
の
周
辺
が
､
現
世
の
浄
土

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
｡
人
び
と
の
骨
は
'
開
山
の
周
辺

に
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
浄
性
を
獲
得
し
た
｡
｣

(西
口
順
子

『女
の
力

･⊥
日代
の
女
性
と
仏
教
-
』
第
二
章

｢骨
の
ゆ
く
え
｣
)
と
い
う
考
察
が
的

を
得
て
い
る
だ
ろ
う
O

十
l
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
､
白
骨
清
浄
の

意
識
と
舎
利
信
仰
と
が
､
固
く
融
合
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

七

白
骨
と
い
l姦

場

骸
骨
･
常
健
の
奇
帯
は
､
中
国
･
日
本
に
存
在
す
る
｡
例
え
ば
､
馬
震
の

母
親
は
死
ん
で
か
ら
十
一
年
も
た
っ
て
お
り
'
白
骨
に
化
し
て
い
る
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
の
に
､
塩
馬
を
賃
借
り
し
て
家
に
帰
っ
て
く
る
と
と
も
に
､

葬
ら
れ
た
と
き
の
ま
ま
の
身
な
り
を
し
て
い
た

(
『太
平
広
記
』
巻
三
四
六

｢馬
震
｣
)
と
い
っ
た
奇
欝
で
あ
る
｡
そ
の
事
を
､

｢白
骨
に
は
生
前
の
姿

に
変
身
し
う
る
能
力
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
｣

(徐
華

竜

『中
国
の
鬼
』
三

｢簡
牒
｣
)
と
白
骨
の
霊
力
と
解
す
る
説
も
あ
る
が
､

｢魂
晩
の
う
ち
塊
は
身
体
に
備
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
'
人
は
死
ん
で
も
晩

は
肉
体
と
い
っ
し
ょ
に
存
在
す
る
ば
か
り
か
､
肌
肉
が
朽
ち
て
白
骨
に
な
っ

て
も
存
続
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
｡
｣

(伊
藤
清
司

『死
者
の
棲
む
楽
園

-
古
代
中
国
の
死
生
観
-
』
)
と
､
晩
の
存
在
証
明
と
し
て
考
え
る
方
が
順

当
で
は
な
か
っ
た
か
O
で
は
日
本
で
は
ど
う
か
.

買
主
日物
語
集
』
に
次
の

よ
う
な
話
が
載
る
｡

弟
子
有
て
近
き
辺
に
弄
置
き
つ
｡
其
の
墓
所
に
毎
夜
に
法
花
経
を
諦
す

る
音
有
り
｡

｢必
ず
一
部
を
諭
し
通
す
｣
と
｡
弟
子
人
の
告
に
依
て
'

其
の
馬
鹿
を
取
て
｡
山
の
中
に
清
き
所
を
選
び
て
置
き
つ
｡
其
の
山
中

に
て
も
尚
法
花
経
を
諦
す
る
音
有
り
.
｣

(
買
主
日物
語
集
』
巻
十
三

｢比
叡
山
僧
広

清
濁
健
諸
法
花
語
第
三
十
｣
)

｢必
ず
一
部
を
諭
し
通
す
｣
と
い
う
立里
心
の
力

･
執
着
心
が
､
死
後
､
常

膝
と
な
っ
て
も
法
花
経
を
話
さ
せ
て
い
る
｡
こ
の
事
は
､
骸
骨
･
閣
僚
の
奇

詩
が
中
国
で
は
塊
の
存
在
証
明
'
日
本
で
は
魂

(=
立里
心
の
力
･
執
着
心
)

と
の
関
わ
り
で
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
｡
田
中
久
夫
は
､
意
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志
の
力
な
ど
を
持
つ
死
者
の
骨
は
腐
敗
せ
ず
に
残
る
と
い
う
信
仰
が
存
在
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡
立里
心
の
力
･
執
着
心
が
働
い
て
､
霊
魂
が
白

骨
に
留
ま
っ
て
い
る
異
常
な
詩
と
し
て
'
骸
骨
･
帯
食
の
奇
欝
が
語
ら
れ
て

い
る
事
の
違
い
は
大
き
い
｡
晩
の
不
在
が

〔虚
体
と
し
て
の
骨
〕
-

〔霊
魂

(琴

祖
霊
)
の
依
代
と
し
て
の
骨
と
い
う
観
念
を
導
い
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
だ
｡

〔虚
体
と
し
て
の
骨
〕
は
無
常
観
の
象
徴
で
も
あ
り
'
怨
敵

調
伏
の
呪
具
に
も
成
り
得
る
｡
白
骨
と
い
う
磁
場
は
､
こ
の
骨
の

〔虚
体
〕

と
い
う
性
格
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
｡
こ
の
形
成
が
､
白
色
に
向
け
た
心

血句

(白
)
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
働
き
と
関
わ
る
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
O

さ
ら
に
､
白
骨
と
い
う
磁
場
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
､

｢反
魂
の
秘

術
｣

(骨
か
ら
人
を
造
る
)
の
た
め
の
素
材
と
し
て
の
白
骨
を
中
世
説
話

『
撰
集
抄
』
に
見
る
と
き
で
あ
る
｡

｢鬼
の
'
人
の
骨
を
と
り
集
め
て
人
に
つ
く
り
な
す
例
､
信
ず
べ
き
人

の
お
ろ
お
ろ
語
り
侍
り
し
か
ば
｣

｢ひ
ろ
き
野
に
出
て
､
骨
を
あ
み
連

ね
て
つ
く
り
侍
り
し
か
ば
｣

｢沈
と
香
と
を
焚
き
て
'
反
魂
の
秘
術
を

行
ひ
侍
り
き
｣

｢香
を
ば
た
か
ぬ
な
り
｡
そ
の
故
は
'
香
は
魔
縁
を
さ

け
て
聖
衆
を
あ
つ
む
る
徳
侍
り
｡

-

沈
と
乳
を
焚
く
べ
き
に
や
侍
ら

ん
.
｣

(
詔
碧
蒸
監

第
十
五

｢西
行
於
高
野
奥
造
人
事
｣
)

原
野
に
棄
て
ら
れ
た
遺
骨
を
寄
せ
集
め
て
人
間
を
造
る
と
い
う
､
こ
の
奇

怪
な
話
の
DTt旦
風
に
､
ど
の
よ
う
な
思
想
が
あ
る
の
か
.
中
世
の
絵
巻
物
で
あ

る

『長
谷
雄
草
紙
』
に
も
'

｢朱
雀
門
の
鬼
｣
の
反
魂
の
秘
術
と
し
て
の
人

造
人
間
の
話
が
載
る
｡

｢こ
の
男
は
朱
雀
門
の
鬼
な
り
け
り
｡
女
と
い
ふ
は
､
諸
々
の
死
人
の

良
か
り
し
所
ど
も
を
､
取
り
集
め
て
人
に
造
り
な
し
て
､
百
日
過
ぎ
な

ば
'
真
の
人
に
な
り
て
､
魂
定
ま
り
ぬ
べ
か
り
け
る
を
､
口
惜
し
く
契

を
忘
れ
て
､
犯
し
た
る
故
に
'
皆
溶
け
失
せ
に
け
り
｡
｣

(
『長
谷
雄

草
紙
』
)

田
中
久
夫
は
､

｢骨
か
ら
人
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
ど
こ

か
ら
思
い
つ
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

(略
)
一
つ
は
怨
に
思
い
な
が
ら
死

ん
だ
人
の
遺
体
は
､
他
の
遺
体
と
は
全
く
別
の
状
態
を
呈
す
る
ら
し
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
､
髪
の
毛
は
落
ち
ず
に
頭

蓋
骨
に
粘
着
し
､
ま
た
人
骨
も
ば
ら
ば
ら
に
な
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｣

｢凶
癌
魂
は
死
体
に
付
着
し
て
い
る
｡
生
々
し
き
死

体
は
凶
痔
魂
の
活
動
も
活
発
で
あ
る
｡
不
用
意
に
触
れ
れ
ば
凶
病
魂
の
生
者

へ
の
付
着
を
見
'
死
が
発
生
す
る
｡
従
っ
て
､
極
端
に
な
れ
ば
白
骨
化
し
て

も
そ
の
形
の
あ
る
時
に
は
警
戒
し
て
近
づ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
が
遺

体
を
棄
て
さ
せ
'
祭
紀
す
る
こ
と
を
な
か
ら
し
め
た
の
で
あ
る
｡
す
べ
て
が

土
に
返
っ
て
は
じ
め
て
安
心
し
た
｡
こ
こ
か
ら
骨
が
土
に
返
ら
ず
'
骨
が
こ

わ
れ
ず
に
あ
る
こ
と
を
異
常
と
感
じ
そ
の
理
由
を
求

め
た
の
で
あ
る
｡
｣

｢陰
陽
道
は
中
国
の
冥
界
の
主
'
太
山
府
君
を
凶
痛
魂
に
対
す
る
も
の
と
し

て
持
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡
｣

(
『仏
教
民
俗
と
祖
先
祭
紀
』
第
二
章

｢観
音
信
仰

･
浄
土
教
の
世
界
｣
第
五
節

｢平
安
時
代
の
葬
送
習
俗
-
骸
骨

の
怪
異
に
つ
い
て
ー
｣
)
と
怨
み
を
の
ん
だ

｢凶
病
魂
｣
の
働
き
に
着
目
し

て
い
る
｡
筆
者
は
'
先
に
､
晩
の
不
在
が

〔虚
体
と
し
て
の
骨
〕
=
霊
魂

(凶
痛
魂
/
祖
霊
)
の
依
代
と
し
て
の
骨
と
い
う
観
念
を
導
い
た
の
で
は
な

い
か
と
述
べ
た
｡
そ
れ
は
､
加
地
伸
行
の

｢墓
に
納
め
る
白
骨
で
あ
る
が
'

こ
れ
は
魂
で
は
な
く
て
晩

(形
聾

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
.

(略
)
白
骨
に

対
し
て
､
そ
こ
に
魂
が
存
在
し
て
い

る
と
す
る
誤
解
は
中
国
人
に
お
い
て
も

絶
え
ず
あ
り
､
墓
す
な
わ
ち
晩
に
対
し
て
鎮
魂
の
儀
式
を
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
｡
｣

(
『沈
黙
の
宗
教
-
儒
教
』
6

祖
先
祭
紀
と
先
祖
供
養
と
-
儒
教

と
仏
教
と
の
融
今
-
､
一
九
九
四
)
と
い
う
考
察
か
ら
示
唆
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
｡
白
骨
と

いう
磁
場
の
質
の
違
い
は
大
き
い
｡
久
保
田
淳
は

｢骸
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骨
'
白
骨
は
無
常
の
思
い
を
掻
き
立
て
る
一
方
で
は
､
生
へ
の
執
着
を
も
呼

び
覚
ま
す
1
｣

(
｢骸
骨
の
話
｣
)
と
述
べ
て
い
る
O
無
常
観
の
象
徴
と
し

て
の
白
骨
は

『九
相
詩
絵
巻
』

｢第
七

骨
連
の
相
｣

｢第
八

骨
散
の

相
｣
に
措
か
れ
て
い
る
が
､

八五
彊
仮
和
合
)
を
標
梼
す
る
仏
教
の
身
体
観

か
ら
す
れ
ば
､
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ら
の
相
は
､
肉
体
へ
の
執
着

を
断
つ
方
便
で
も
あ
っ
た
｡
天
台
禅
の
教
典
で
あ
る

『摩
討
止
観
』
の

｢二

種
の
骨
を
見
る
､
一
は
膿
膏
を
帯
び
､
一
は
純
ら
自
浄
な
り
｡

(略
)
い
ま

だ
こ
の
相
を
見
ざ
れ
ば
愛
染
は
な
は
だ
強
し
､
も
し
こ
れ
を
見
お
わ
れ
ば
欲

心
す
べ
て
罷
む
｡
｣

(
『摩
詞
止
観
』
)
と
い
う
不
浄
観
の
勧
め
と
､
そ
れ

は
呼
応
す
る
｡
白
骨
と
い
う
磁
場
の
強
力
な
現
れ
で
あ
亀

｢某
'
開
眼
セ

バ
加
茂
川
ニ
イ
レ
テ
魚
ニ
ア
タ
フ
べ
シ
.
｣
と
は
親
鷲
の
遺
言
で
あ
る
｡

(五
蕗
仮
和
合
)
の
身
体
観
か
ら
く
る
無
常
観
の
正
当
的
な
遺
言
で
あ
っ

た
｡
た
だ
'
弘
長
二
年

(
二
二
ハ
二
)
二

月
二
八
日
に
没
し
た
と
き
､
親

鷺
の
散
骨
の
願
望
は
果
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
｡
彼
の
遺
体
は
弟
子
た

ち
に
よ
っ
て
'
鳥
辺
野
で
火
葬
さ
れ
､
大
谷
に
納
骨
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
舎

利
信
仰
が
親
鷲
の
骨
を
聖
な
る
物
と
し
て
本
山
に
迎
え
た
の
で
あ
る
｡
以

後
､
門
徒
は
火
葬
の
後
'
遺
骨
の
一
部
を
京
都
の
本
山

(大
谷
)
に
納
骨
､

他
は
捨
て
る
と
い
う
の
が
定
型
と
な
る
｡
高
野
山
納
骨
に
お
け
る
空
海
の
位

置
に
親
鷲
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
｡
蓮
如
の

｢朝
に
は
紅
顔
あ
り
て
夕
に
は

白
骨
と
な
れ
る
身
な
り
｡
｣

(
｢白
骨
の
章
｣
)
と
は
､
無
常
観
を
語
る
と

き
に
欠
か
せ
な
い
法
語
の
一
節
で
あ
る
｡
た
だ
へ
藤
井
正
雄
が

｢仏
法
と
骸

骨
･
馬
渡
と
の
結
び
つ
き
は
､
生
死
t
知
の
仏
法
の
方
便
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
｡
｣

｢仏
教
で
は
人
生
の
は
か
な
さ
'
無
常
を
知
ら
せ
る
方
便
と
し
て
鰐

藤
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
｣

(
『骨
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
)
と
､
仏
教
的
無

常
観
の
象
徴
と
し
て
骸
骨
･
簡
藤
が
捉
え
ら
れ
る
'
一
方
で

｢濁
膝
は
ま
た

怨
敵
調
伏
と
い
っ
た
密
教
の
修
法
と
し
て
も
登
場
す
る
｡
日
本
史
上
の
最
大

の
邪
教
と
目
さ
れ
る
立
川
流
の
本
尊
は
儲
藤
で
あ
る
O
｣

(藤
井
正
雄
)
と

指
摘
す
る
よ
う
に
'
真
]111呈
不
の
流
れ
を
汲
む
真
言
立
川
流
に
お
い
て
簡
藤
は

本
尊
で
あ
り
怨
敵
調
伏
の
呪
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
｡
閣
僚
は
和
合
水
を
塗

ら
れ
て
い
く
こ
と
で
本
尊
と
化
し
て
い
く
｡
そ
の
意
味
に
つ
い
て
､
真
鍋
俊

照
は

｢交
会
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
和
合
水
は
言
い
換
え
れ
ば
血
液
と
同
じ
意

味
付
け
が
あ
る
｡

(略
)
血
液
に
よ
り
新
た
な
生
命
を
吹
き
込
む

(#
ら
せ

る
)
五霞

を
も
っ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
.
｣

(
『邪
教
･
立
川

流
』

一
九
九
九
)
と
捉
え
て
い
る
｡
真
鍋
は
'
さ
ら
に
､
釈
迦
の
入
滅
後
'

出
来
上
が
っ
た
金
･
銀
･
銅
の
入
れ
子
式
の
舎
利
容
器
の
構
造
と
､
立
川
流

の
閣
僚
を
銀
箔

･
金
箔
で
覆
っ
て
ゆ
く
方
法
と
が
､
聖
な
る
人
骨
を
金

･
銀

の
材
質
で
く
る
ん
で
ゆ
く
方
式
に
お
い
て
同
じ
こ
と
に
着
目
し
た
上
で
､

｢も
し
舎
利
と
掌

が
同
じ
世
界
観

(他
界
観
も
包
括
し
て
)
の
中
で
同
質

の
人
骨
と
す
る
位
置
づ
け
が
成
り
た
つ
な
ら
ば
､
同
じ
条
件
に
お
い
て
不
老

不
死
の
他
界
観
を
つ
く
り
あ
げ
'
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
｡
｣

(同
)
と
温
床
深
い
指
摘
に
及
ぶ
｡
そ
し
て
､
真
鍋
が

｢不
老
不
死
の
他
界

観
｣
の
例
と
し
て
上
げ
る
の
が
'
古
代
で
は
寮
の
風
習
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､

務
の
風
習
を

｢古
代
日
本
人
の
中
に
あ
る
生
者
と
死
者
の
間
に
連
関
を
認
め

他
界
を
身
近
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
､
死
を
生
の
終
鳶
と
し
な
い
意
図
が

働
い
て
い
る
｡
｣

(同
)
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
る
｡
こ
の
､
捉
え
方
に
つ
い

て
は
問
題
が
残
る
が
､
務
の
状
態
が

｢生
で
も
死
で
も
な
い
そ
の
中
間
の
状

態
｣

(武
見
季
子

｢地
獄
思
想
と
女
人
救
済
｣
)
と
い
う
認
識
に
つ
い
て
は

異
論
は
な
い
｡
重
森
は
､
こ
の
認
識
と

｢立
川
流
の
閣
僚
本
尊
も
ま
た
死
を

絶
対
的
な
終
り
と
は
み
て
い
な
い
と
こ
ろ
と
共
通
観
念
が
あ
る
｣

(
『
邪

教

･
立
川
流
』
)
と
見
る
｡

ま
と
め

日
本
に
は

〔完
全
な
る
死
〕
と

〔不
完
全
な
る
死
〕
と
い
う
二
つ
の
死
の

観
念
が
存
在
し
て
き
た
｡

〔古窯
エな
る
死
〕
は
積
れ
で
は
な
く
､

〔不
完
全

な
る
死
〕
は
破
れ
で
あ
る
O
そ
の
事
を
象
徴
的
に
現
し
て
い
る
の
が
､
平
安
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舌
族
の

〔骨
は
死
積
だ
が
､
白
骨
は
清
浄
で
あ
る
〕
と
い
う
観
念
で
は
な
か
っ

た
か
｡
同
じ
骨
で
も
､
湿
気
の
有
無
二
二
十
日
を
経
過
し
て
い
る
か
否
か
､

と
い
う
条
件
次
第
で
､
そ
の
骨
の
浄
積
が
決
定
し
た
｡
こ
の
条
件
は
生
命
と

の
関
わ
り
を
意
味
す
る
｡
即
ち
､

〔不
完
全
な
る
死
〕
と
は
､
生
命
を
引
き

ず
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
骨
は
生
命
現
象
の
消
滅
と
い
う
条
件
を
満
た
し

た
と
き
､
霊
魂
の
依
代
と
い
う
資
格
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
観
念
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
｡
お
そ
ら
く
､
白
骨
と
は

崖
体
と
し
て
の
骨
〕
と
認
識
さ
れ

た
骨
で
あ
り
､
重義

の
依
代
と
し
て
の
骨
と
し
て
の
資
格
を
得
た
骨
で
あ
る
｡

そ
し
て
'
こ
こ
に
日
本
に
晩
の
観
念
が
定
着
し
な
か
っ
た
秘
密
が
隠
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
れ
は
'
遺
骨
崇
拝
と
い
う
現
象
が
晩
の
観
念
に
基

づ
か
ず

重義

の
観
念
に
基
づ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
原
因
と
関
連
し
よ
う
｡

さ
ら
に
､
前
述
し
た
よ
う
に
､
骨
は

〔浄
積
を
転
移
す
る
媒
体
〕
と
い
う
観

念
が
成
立
し
て
い
た
｡
平
安
末
期
か
ら
､
白
骨
を
清
浄
と
す
る
観
念
と

〔舎

利
信
仰
〕
と
が
固
く
融
合
し
て
い
っ
た
｡
そ
こ
に
'
白
色
と
い
う
色
彩
の
影

響
は
な
か
っ
た
か
｡
生
命
現
象
を
消
滅
さ
せ
た

〔虚
体
と
し
て
の
骨
〕
を
印

象
づ
け
る
色
と
し
て
は
､
無
機
質
な
白
が
最
も
効
果
的
で
あ
り
､
死
と
聖
の

色
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
｡
日
本
人
の
白
に
対
す
る
観
念
を
､

検
証
し
な
け
れ
ば
､
断
定
し
か
ね
る
が
､

【
(白
)
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
】
の

結
晶
化
し
た
も
の
が
'
白
骨
と

害
利
信
仰
〕
と
の
襲

口で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
｡
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