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は
じ
め
に

　

近
代
国
家
の
多
く
が
、
そ
の
形
成
過
程
で
脱
宗
教
形
式
の
葬
儀
を

模
索
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
国
に
お
い
て
も
、
科
学

と
宗
教
、
あ
る
い
は
迷
信
と
い
う
対
立
構
造
を
編
成
し
て
、
文
明
的

な
そ
れ
へ
と
葬
儀
の
改
革
に
あ
た
っ
て
き
た
過
程
が
あ
る
。
と
く

に
、
民
国
時
期
の
、
一
部
の
知
識
人
の
あ
い
だ
で
展
開
さ
れ
た
儒
教

批
判
と
、
一
連
の
改
革
案
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
た
き

た
。
そ
の
後
、
社
会
主
義
国
家
が
成
立
し
た
現
代
中
国
に
お
い
て

は
、「
科
学
的
」「
文
明
的
」
な
葬
儀
が
広
く
普
及
す
る
こ
と
に
な

り
、
中
国
に
お
け
る
一
般
的
な
葬
儀
と
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
で
は
、
こ
の
、
新
し
い
遺
体
処
理
と
死
者
の
社
会
的
布
置
を

め
ぐ
る
改
革
（
以
下
、
葬
儀
改
革
と
表
記
。
原
語
で
は
「
殯
葬
改

革
」）
に
は
、
一
般
的
に
六
つ
の
原
則
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一

つ
目
は
「
改
革
原
則
」
と
よ
ば
れ
、
中
国
の
葬
儀
に
は
「
遅
れ
た
」

要
素
が
多
く
あ
る
と
認
識
し
、
そ
れ
を
改
革
す
る
必
要
を
訴
え
る
、

改
革
目
的
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
目
は
「
火
葬
原
則
」
で
あ

り
、
経
済
的
で
、
簡
易
で
、
土
地
を
占
有
せ
ず
、
木
材
を
浪
費
せ
ず
、

環
境
を
汚
染
し
な
い
火
葬
の
優
位
性
に
基
づ
き
、
土
葬
を
改
革
す
る

と
さ
れ
る
。
三
つ
目
は
「
薄
葬
原
則
」
で
あ
り
、
葬
儀
を
簡
易
な
も

の
と
し
、
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
し
浪
費
を
抑
え
、
死
後
で
は
な
く

論
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生
前
の
老
人
へ
の
待
遇
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
四
つ
目

は
、「
文
明
原
則
」
と
呼
ば
れ
、
科
学
的
で
文
明
的
で
時
代
の
精
神

に
合
致
す
る
質
素
な
葬
儀
を
定
着
さ
せ
る
。
五
つ
目
は
、「
地
域
事

情
原
則
」
で
あ
る
、
過
去
の
政
治
運
動
形
式
に
よ
る
急
進
的
か
つ
全

国
一
律
の
改
革
で
は
な
く
、
火
葬
を
義
務
付
け
る
「
火
葬
区
」
と
、

設
備
が
整
わ
な
い
地
域
に
暫
定
的
に
土
葬
を
認
め
る
「
土
葬
改
革

区
」
を
設
け
る
な
ど
、
地
域
の
実
情
に
合
っ
た
改
革
を
進
め
る
こ
と

を
目
指
す
。
最
後
に
、「
継
承
原
則
」
が
あ
り
、
哀
悼
の
感
情
な
ど

中
国
の
優
れ
た
葬
儀
文
化
の
要
素
を
継
承
し
、
葬
儀
の
簡
易
化
な
ど

海
外
の
優
れ
た
要
素
を
吸
収
し
て
、
将
来
必
要
と
さ
れ
る
新
た
な
葬

儀
文
化
を
形
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
葬
儀
の
あ
り
方
に
直
接
か
か
わ
り
が
あ
る
項
目
は
、

火
葬
の
推
進
と
、
公
共
墓
地
の
建
設
、
葬
儀
方
法
の
変
革
（「
喪
俗

改
革
」と
呼
ば
れ
る
）が
、葬
儀
改
革
の
基
本
的
な
三
つ
の
柱
と
み
て

よ
い
。
こ
の
三
つ
の
柱
の
う
ち
、
火
葬
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
注
目

を
集
め
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
先
行
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
分
野
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
葬
儀
改
革
の
成
果
を
、
火
葬
率
を

も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
中
国
政
府
自
身
が
こ

の
一
連
の
改
革
の
成
果
と
し
て
強
調
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
で

き
〉
1
〈

る
。
先
行
す
る
諸
研
究
に
お
い
て
も
、
火
葬
の
実
施
は
、
儒
教
的

論
理
に
支
え
ら
れ
た
旧
慣
と
は
正
反
対
の
方
向
性
を
も
つ
こ
と
か

ら
、
人
々
の
意
識
へ
の
共
産
党
革
命
の
浸
透
を
は
か
る
一
つ
の
指
標

と
し
て
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
﹇W

hyte and 

Parish 1984 ; Jankowiak 1993

な
ど
﹈。

　

他
方
、
葬
儀
の
形
式
、
す
な
わ
ち
死
者
へ
の
儀
礼
に
つ
い
て
は
、

民
族
誌
や
報
告
の
な
か
で
繰
り
返
し
触
れ
ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
意
外
に
も
先
行
研
究
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
例
外
と
し

て
、
中
国
に
お
け
る
標
準
的
儀
式
構
造
を
検
討
し
た
ワ
ト
ソ
ン
の
挑

戦
的
な
論
考
が
あ
る
が
、
分
析
対
象
は
「
帝
政
後
期
」
と
さ
れ
て
お

り
、
現
在
の
代
表
的
な
中
国
の
葬
儀
形
式
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
﹇
ワ
ト
ソ
ン1994

﹈。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
十
分
に
着
目
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
喪
俗
改
革
の
展
開
と
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
先

行
研
究
を
補
完
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
を

検
討
す
る
。

　

通
説
と
し
て
、
現
在
中
国
の
都
市
部
を
中
心
に
展
開
す
る
葬
儀
の

形
式
は
、
西
洋
の
知
識
が
大
量
に
流
入
し
、
国
民
国
家
形
成
の
時
期

と
な
っ
た
中
華
民
国
期
に
、
知
識
人
階
層
を
主
体
と
し
た
封
建
迷
信

や
宗
教
的
な
儀
礼
か
ら
の
脱
却
、
科
学
的
民
主
的
な
社
会
形
成
の
な

か
で
新
し
い
葬
儀
形
態
が
形
成
さ
れ
、
中
華
人
民
共
和
国
期
に
そ
の

無
神
論
的
形
式
が
新
政
権
の
方
向
と
合
致
し
た
た
め
に
広
く
普
及
し

た
、
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
華
民
国
期
に
脱
宗
教
化
が
起
こ

り
、
従
来
の
葬
儀
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
新
た
な
葬
儀
形
式
が
普
及

し
た
と
す
る
、
宗
教
（
こ
の
場
合
は
礼
教
）
要
素
の
有
無
を
基
準
と

し
た
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
葬
儀
の
個
別
要
素
に
つ

い
て
そ
れ
が
、
霊
魂
や
来
世
を
問
う
か
否
か
と
い
っ
た
点
か
ら
宗
教

的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
の
で
は
な
く
、
Ｐ
・
Ｌ
・
バ
ー
ガ
ー
の
提
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起
し
た
「
聖
な
る
天
蓋
」（Sacred C

anopy

）
と
い
う
宗
教
の
果
た

す
（
あ
る
い
は
、
果
た
し
た
）
機
能
の
側
面
か
ら
、
中
国
の
葬
儀
形

式
を
改
め
て
問
う
こ
と
で
、
現
代
中
国
に
お
け
る
葬
儀
の
あ
り
方
を

検
討
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
社
会
学
者
で
あ
る
バ
ー
ガ
ー
の
概
念
を

参
照
す
る
こ
と
は
、
な
に
も
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

現
代
社
会
に
お
け
る
死
者
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る

ウ
ェ
ラ
ー
は
、
そ
の
著
書
の
な
か
で
繰
り
返
し
バ
ー
ガ
ー
由
来
の
概

念
を
引
用
し
、
分
析
の
一
助
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
と
死
、
日

常
世
界
と
そ
の
価
値
内
在
化
、
外
在
化
を
め
ぐ
る
考
察
に
お
い
て
、

バ
ー
ガ
ー
の
提
出
し
た
議
論
は
、
今
日
で
も
な
お
有
効
で
あ
〉
2
〈
る
。

　

バ
ー
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
日
常
生
活
を
送
る
う
え

で
、「
あ
た
り
ま
え
」
で
、
内
省
を
妨
げ
る
よ
う
な
日
常
的
な
意
味

世
界
を
必
要
と
し
、
そ
れ
を
ノ
モ
ス
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
死
と
い
う

現
象
は
、
こ
の
秩
序
づ
け
ら
れ
た
意
味
世
界
が
、
構
築
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
自
然
で
「
あ
た
り
ま
え
」
で
は
な
い
こ
と
を
露
呈
し
、
日

常
生
活
を
営
む
「
き
ま
り
き
っ
た
」
態
度
を
疑
わ
し
め
、
意
味
の
限

界
状
況
へ
と
導
く
可
能
性
を
も
つ
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
社
会

は
、
日
常
世
界
を
保
証
す
る
よ
う
な
、
さ
ら
に
強
力
な
意
味
の
体
系

を
必
要
と
す
る
。
こ
の
、
意
味
づ
け
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
世
界
と
世

界
そ
の
も
の
が
一
体
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
絶
対
的
な
意
味
体
系
の

も
と
で
は
、
人
間
の
存
在
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
、
世
界
の
必
然
的

な
歴
史
と
展
開
、
そ
し
て
、
死
で
す
ら
秩
序
の
う
ち
に
回
収
、
正
当

化
さ
れ
る
。
究
極
的
で
、
宇
宙
的
で
、
神
聖
な
存
在
に
関
係
づ
け
ら

れ
た
秩
序
は
、
永
遠
と
安
定
を
与
え
る
。
こ
う
し
た
コ
ス
モ
ス
の
あ

り
方
を
「
聖
な
る
天
蓋
」
と
呼
び
、
近
代
化
の
過
程
を
こ
の
天
蓋
が

宗
教
的
な
説
明
か
ら
科
学
的
な
説
明
へ
と
転
換
し
、
唯
一
の
意
味
づ

け
の
体
系
が
世
俗
化
あ
る
い
は
複
数
化
す
る
過
程
と
し
て
捉
え
た

﹇
バ
ー
ガ
ー1979

﹈。

　

こ
の
概
念
を
手
掛
か
り
と
す
る
こ
と
で
、
民
国
期
の
知
識
人
に
よ

る
脱
宗
教
化
と
、
社
会
主
義
国
家
化
以
降
の
合
理
的
な
葬
儀
の
普
及

と
い
う
立
場
か
ら
描
く
視
点
よ
り
も
、
よ
り
説
得
的
に
現
在
の
中
国

に
お
け
る
葬
儀
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
が
期

待
で
き
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
葬
儀
形

式
が
、
聖
な
る
天
蓋
１
か
ら
聖
な
る
天
蓋
２
と
呼
ぶ
べ
き
秩
序
体
系

に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
変
遷
を
経
て
、
そ
の
天
蓋
を
支
え
た
諸
制
度

が
弱
体
化
す
る
こ
と
で
、
今
日
み
ら
れ
る
多
様
な
実
践
を
生
み
出
す

に
い
た
っ
た
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
　「
追
悼
会
」
形
成
へ
の
前
景

　

葬
儀
は
、
死
亡
の
確
認
か
ら
始
ま
り
、
社
会
関
係
の
外
側
へ
と
故

人
を
送
り
出
す
途
中
に
位
置
す
る
一
連
の
儀
礼
を
指
す
が
、
と
く
に

本
稿
で
は
、
葬
式
に
該
当
す
る
儀
礼
の
展
開
と
現
状
に
焦
点
を
合
わ

せ
て
考
察
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
〉
3
〈
る
。
こ
の
葬
式
に
あ
た
る
儀
礼

は
、
現
在
で
は
「
遺
体
告
別
儀
式
」「
追
悼
会
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
そ
の
差
異
と
重
複
に
つ
い
て
は
次
節
に
譲
る
こ
と
と
し
、
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ま
ず
、
こ
の
新
し
い
葬
式
（
以
下
で
は
こ
れ
を
ま
と
め
て
「
新
式
葬

儀
」
と
記
述
す
る
）
の
形
成
過
程
を
概
観
し
た
〉
4
〈

い
。

　

か
つ
て
、
日
本
に
お
い
て
も
、
従
来
の
葬
式
か
ら
宗
教
的
な
要
素

を
除
い
た
形
式
が
創
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
も
、
近
代

に
な
っ
て
脱
宗
教
化
し
た
葬
儀
の
形
態
が
誕
生
す
る
。
日
本
で
は
、

こ
の
形
式
の
嚆
矢
と
し
て
、
無
神
無
霊
魂
を
主
張
し
た
中
江
兆
民
の

告
別
式
が
著
名
で
あ
る
﹇
村
上2001

﹈。
そ
こ
で
み
ら
れ
る
宗
教
要

素
の
排
除
と
無
神
論
的
な
立
場
の
表
出
は
、
あ
る
程
度
中
国
に
も
共

通
し
、
そ
の
後
、
両
国
で
そ
れ
ぞ
れ
に
展
開
す
る
合
理
性
や
簡
易
性

を
根
拠
と
す
る
葬
儀
の
改
革
論
に
つ
い
て
も
、
個
々
の
主
張
で
は
類

似
す
る
側
面
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
表
明
さ
れ
る
個
々
の
主
張

や
、
排
除
・
採
用
さ
れ
る
文
化
要
素
で
は
な
く
、
社
会
全
体
に
お
け

る
死
の
布
置
の
あ
り
方
、
関
係
性
の
編
み
上
げ
方
が
問
題
な
の
で
あ

り
、
こ
の
論
理
を
み
る
た
め
に
、
ま
ず
は
そ
の
成
立
背
景
に
目
配
り

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

中
国
の
新
式
葬
儀
の
誕
生
に
つ
い
て
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
数

少
な
い
記
録
の
う
ち
、
今
日
の
新
式
葬
儀
の
起
源
の
ひ
と
つ
は
、
日

本
と
の
関
わ
り
の
な
か
に
み
ら
れ
る
。
あ
る
特
定
の
死
に
意
味
を
見

出
し
、
あ
る
い
は
付
与
す
る
行
為
は
広
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
戊
戌
政
変
の
後
、
譚
嗣
同
の
死
後
一
年
を
経
て
、
ま
だ
完
成
か

ら
一
〇
年
を
経
な
い
横
浜
の
地
蔵
王
廟
に
て
祀
り
紀
念
し
た
事
例
が

そ
れ
で
あ
る
﹇
吉
澤2003

﹈。
さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
そ
れ
は
、

明
確
に
「
追
悼
会
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
日
本
視
察
か
ら
の
帰
国
の
途
中
、
悲
憤
に
よ
る
自
死
を
と
げ
た

潘
子
寅
の
例
で
は
、
死
後
、
烈
士
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
彼
に
、

天
津
に
て
追
悼
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
様
子
を
検
討
し
た
吉
澤

は
、
従
来
の
葬
儀
と
の
類
似
点
と
し
て
、
⑴
供
物
が
さ
さ
げ
ら
れ

る
、
⑵
奏
楽
が
な
さ
れ
る
、
⑶
郊
外
ま
で
葬
送
の
行
進
が
お
こ
な
わ

れ
る
こ
と
を
挙
げ
、
差
異
と
し
て
、
⑴
道
士
、
僧
侶
な
ど
が
関
与
し

な
い
、
⑵
血
縁
者
が
息
子
だ
け
し
か
参
加
し
な
い
、
⑶
死
者
の
死
の

意
味
を
説
明
す
る
演
説
が
な
さ
れ
る
、
⑷
（
意
味
は
わ
か
ら
な
い

が
）
位
牌
を
焼
く
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
こ
の
よ
う
な
追

悼
会
の
様
式
は
、
従
前
の
葬
儀
の
式
次
第
を
換
骨
奪
胎
し
て
考
案
さ

れ
た
も
の
」
と
し
て
い
る
﹇
吉
澤2003

﹈。
譚
嗣
同
は
、
も
ち
ろ
ん

清
朝
の
管
轄
内
で
紀
念
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
日
本
に
お
い
て

紀
念
大
会
が
開
か
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
航
海
中
に
入
水
自
殺
し
た
潘

子
寅
に
つ
い
て
は
、
遺
体
を
配
置
し
た
葬
儀
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で

き
な
い
た
め
、
遺
影
を
用
い
て
の
追
悼
会
で
あ
り
、
今
日
の
新
式
葬

儀
と
は
若
干
の
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
に
死
者
を
顕
彰
す
る
新

た
な
方
法
の
萌
芽
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

徐
珂
に
よ
る
稗
史
『
清
稗
類
鈔
』
に
お
い
て
も
、
光
緒
・
宣
統
年

間
に
い
わ
ゆ
る
追
悼
会
と
い
う
形
式
が
現
れ
た
こ
と
を
記
し
て
お

り
、
お
よ
そ
こ
の
時
期
を
新
式
葬
儀
の
誕
生
と
み
て
よ
い
。

　

中
華
民
国
期
に
な
る
と
、
一
九
一
二
年
に
指
定
さ
れ
た
、
近
代
国

家
と
し
て
西
洋
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
た
「
礼
制
」「
服
制
」
の
も

と
、
国
家
の
上
層
部
に
お
い
て
は
、「
跪
拝
礼
」
に
代
わ
っ
て
「
鞠
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躬
礼
」
が
、
孝
服
に
代
わ
っ
て
黒
紗
の
腕
章
が
採
用
さ
れ
、
実
際
の

葬
儀
の
場
で
は
、
旧
式
の
葬
儀
慣
習
と
の
混
同
が
み
ら
れ
た
。
北
洋

軍
閥
政
府
時
期
に
は
、
追
悼
会
に
関
す
る
条
例
が
定
め
ら
れ
、
軍
事

お
よ
び
公
務
に
従
事
す
る
こ
と
で
落
命
し
た
人
物
に
つ
い
て
、
祭
祀

場
所
を
設
け
、
訃
報
を
発
す
る
ほ
か
、
公
共
の
場
所
を
使
用
し
た
追

悼
会
の
挙
行
が
規
定
さ
れ
て
い
る
﹇
厳1998

﹈。
こ
の
追
悼
会
で

は
、
職
務
や
軍
内
部
で
の
階
級
に
よ
る
若
干
の
区
分
は
付
加
さ
れ
た

も
の
の
、
旧
来
の
、
品
官
や
身
分
に
応
じ
た
複
雑
な
葬
儀
の
ラ
ン
ク

が
消
滅
し
、
開
催
基
準
が
公
の
た
め
に
身
を
殉
じ
る
こ
と
に
絞
ら
れ

て
い
る
点
で
、
清
末
の
烈
士
へ
の
追
悼
会
と
連
続
す
る
。
同
じ
く
一

九
一
〇
年
代
に
起
こ
っ
た
新
文
化
運
動
は
、
政
府
の
制
度
と
し
て
で

は
な
く
、
知
識
人
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
儒
教
に
代
表

さ
れ
る
礼
教
に
対
す
る
批
判
か
ら
、
葬
儀
も
ま
た
批
判
の
対
象
と

な
っ
た
。
と
く
に
、
胡
適
に
よ
る
、
一
九
一
八
年
に
母
を
葬
っ
た
際

の
報
告
で
あ
る
「
我
対
於
喪
礼
的
改
革
」
は
、
道
士
や
僧
侶
を
呼
ば

ず
、
宗
教
的
な
祭
具
を
拒
絶
し
、
簡
素
な
葬
儀
を
目
指
す
こ
と
で

「
陋
習
」
を
改
良
し
た
代
表
的
な
事
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
﹇
胡

1919

﹈。
発
表
媒
体
が
『
新
青
年
』
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
礼
教
や
封
建
、
迷
信
と
の
決
別
と
、
科
学
と
文
明
、
民
主

を
標
榜
す
る
運
動
の
現
れ
の
一
部
と
し
て
、
葬
儀
の
改
革
が
提
唱
さ

れ
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
脱
宗
教
化
が
図
ら
れ
た
葬
儀
と
し
て
の
新
式
葬
儀
が

徐
々
に
形
成
さ
れ
、
国
民
政
府
で
は
こ
の
新
し
い
葬
儀
を
「
公
祭
」

と
呼
び
、
国
葬
、
公
葬
、
私
葬
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
追
悼
儀
式

と
し
て
の
「
公
祭
」
を
お
こ
な
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、

近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
葬
儀
形
態
と
し
て
、
民
国
期
中
葉
に
は
、

知
識
人
や
公
的
機
関
で
の
仕
事
に
従
事
す
る
人
々
の
間
に
流
行
し
て

ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
民
国
時
期
の
習
俗
の
変
化
に
つ
い
て
、
地
方
志

資
料
を
用
い
た
先
駆
的
な
概
括
書
を
記
し
た
岳
慶
平
よ
れ
ば
、
大
都

市
で
始
ま
っ
た
新
式
葬
儀
の
様
式
は
中
国
各
地
に
紹
介
さ
れ
、
そ
の

具
体
的
な
表
れ
と
し
て
、
一
九
三
三
年
の
広
西
省
政
府
委
員
会
に
よ

る
「
広
西
省
改
良
風
俗
規
則
」
と
、
一
九
三
六
年
の
四
川
省
政
府
に

よ
る
「
婚
喪
儀
仗
暫
時
辦
法
」
を
挙
げ
て
い
る
﹇
岳1994

﹈。
同
じ

く
、
一
九
三
〇
年
代
の
例
で
は
、
中
国
の
冠
婚
葬
祭
に
関
す
る
民
俗

を
記
録
し
た
武
田
昌
雄
の
『
満
漢
礼
俗
』
に
お
い
て
も
、
近
年
に
起

こ
っ
た
新
た
な
儀
礼
と
し
て
追
悼
会
を
紹
介
し
て
い
る
﹇
武
田

1989

﹈。
武
田
が
挙
げ
る
追
悼
会
の
特
徴
と
し
て
は
、
故
人
の
親

友
、
学
生
、
部
下
あ
る
い
は
地
方
の
団
体
や
人
々
に
よ
る
儀
礼
で
あ

り
、
公
共
の
場
所
で
も
お
こ
な
わ
れ
う
る
も
の
で
、
開
会
に
あ
た
っ

て
は
遺
影
あ
る
い
は
位
牌
が
準
備
さ
れ
る
が
、
遺
体
の
前
で
あ
れ
ば

そ
れ
ら
を
準
備
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
か
れ
は
、
典
型
的
な
二

つ
の
式
次
第
を
記
録
し
て
い
る
が
、
形
式
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ

り
、
献
花
や
誄る
い

詞し

の
有
無
が
異
な
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
武

田
が
特
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
追
悼
会
は
と
も

に
、
死
者
の
家
族
や
親
族
が
主
体
と
な
る
の
で
は
な
く
、
友
人
知
人

や
職
場
の
関
係
者
が
参
加
す
る
儀
式
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
死
者
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に
関
す
る
「
演
説
」
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
先
に

み
た
清
末
に
挙
行
さ
れ
た
最
初
期
の
追
悼
会
と
連
続
し
て
い
る
こ
と

が
み
て
と
れ
よ
う
。
武
田
は
服
装
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
な
い
が
、

こ
の
時
期
の
葬
儀
に
は
、
多
く
の
地
方
志
で
、
黒
い
布
を
腕
に
ま
き

こ
れ
を
礼
服
と
す
る
こ
と
が
現
れ
、
白
い
麻
の
孝
服
の
着
用
と
混
在

し
て
い
た
様
子
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
生
活
事
典
で
あ
る

『
日
用
百
科
全
書
』（
商
務
印
書
館
）
に
記
載
さ
れ
た
葬
式
の
あ
り
か

た
を
ま
と
め
た
万
と
李
に
よ
れ
ば
、「
新
式
の
葬
礼
の
特
徴
は
、
一

つ
目
に
階
級
差
別
の
な
い
こ
と
、
二
つ
目
に
倹
約
を
励
行
す
る
こ

と
、
三
つ
目
に
儀
礼
形
式
に
お
い
て
男
女
と
も
に
暫
定
的
に
旧
式
の

喪
服
を
着
用
し
て
も
よ
い
し
、
平
時
の
礼
服
を
用
い
て
も
よ
く
、
た

だ
、
男
性
は
腕
に
黒
い
布
を
巻
き
、
女
性
は
胸
に
黒
の
喪
章
を
つ
け

る
。
来
賓
も
同
様
で
あ
る
。（
中
略
）
祭
祀
場
を
設
け
て
弔
問
を
受

け
付
け
る
ほ
か
、
家
や
そ
の
他
公
共
の
場
所
を
借
り
る
、
あ
る
い

は
、
大
型
の
公
園
を
借
り
て
、
追
悼
会
を
開
く
。
男
女
と
も
に
赴
い

て
よ
い
」
点
に
あ
っ
た
﹇
万
・
李2008

﹈。

　

た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
新
式
葬
儀

が
、
上
海
や
北
京
を
中
心
と
す
る
都
市
部
で
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
や

知
識
分
子
、
公
的
機
関
職
員
ら
の
台
頭
す
る
新
階
層
に
よ
っ
て
支
持

さ
れ
た
形
式
で
あ
っ
て
、
全
国
を
覆
う
国
民
儀
礼
と
は
な
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
新
式
葬
儀
の
流
行
は
、
旧
来
の
宗
教
的
な
儀
礼
へ
の
距
離
化

と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
中
華
民

国
期
の
都
市
部
に
お
い
て
は
、
大
別
し
て
、
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
側

面
か
ら
の
整
備
が
整
え
ら
れ
て
ゆ
く
時
期
で
あ
っ
た
。

　

ハ
ー
ド
面
と
し
て
は
、
殯
儀
館
と
呼
ば
れ
る
葬
儀
施
設
の
急
速
な

普
及
と
、
公
園
や
ホ
ー
ル
と
い
う
公
的
空
間
の
建
設
が
関
係
し
て
い

る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
清
末
の
上
海
租
界
に
外
国
人
用
の
葬
礼
を

準
備
、
手
配
す
る
会
社
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
後
、
一
九
三
〇
年
代
に

は
中
国
人
の
経
営
に
よ
る
、
中
国
人
を
対
象
と
す
る
同
様
の
会
社
が

現
れ
た
。
そ
の
後
急
増
す
る
殯
儀
館
の
な
か
に
は
、
葬
儀
全
体
を
取

り
仕
切
る
サ
ー
ビ
ス
施
設
へ
と
展
開
す
る
も
の
も
み
ら
れ
〉
5
〈

た
。

　

ソ
フ
ト
面
で
は
、
民
国
政
府
に
よ
る
法
制
度
の
整
備
が
挙
げ
ら
れ

る
。
先
述
の
「
礼
制
」
以
降
も
、
陋
習
の
廃
止
を
目
的
と
し
て
、
一

九
二
九
年
の
「
風
俗
調
査
綱
要
」
な
ど
、
各
地
の
民
間
習
俗
が
調
査

さ
れ
て
い
る
﹇
厳2002

﹈。
こ
れ
は
、
直
接
的
に
は
辮
髪
や
纏
足
、

占
い
の
類
を
禁
止
す
る
目
的
を
も
っ
た
が
、
社
会
の
非
科
学
的
、
非

文
明
的
陋
習
を
廃
絶
し
、
社
会
改
良
を
目
指
す
当
時
の
政
府
の
強
国

化
政
策
を
背
景
と
し
て
い
た
。「
風
俗
調
査
綱
要
」
の
第
四
項
目

は
、
葬
儀
の
状
況
（「
喪
葬
情
形
」）
で
あ
り
、
各
地
か
ら
の
返
答
は

わ
ず
か
数
行
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
社
会
改

良
運
動
へ
と
展
開
す
る
契
機
と
な
っ
た
。

　

一
九
三
四
年
か
ら
の
新
生
活
運
動
で
の
衛
生
的
、
倹
約
的
葬
儀
へ

の
改
革
計
画
を
経
て
、
全
国
に
展
開
し
た
葬
儀
の
改
革
は
、
国
民
儀

礼
と
し
て
の
新
た
な
葬
儀
を
確
立
す
る
に
は
ま
だ
十
分
と
は
言
え

ず
、
国
内
に
は
新
旧
の
礼
俗
が
入
り
交
じ
り
混
乱
し
て
い
た
。
こ
の
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状
況
を
憂
い
た
民
国
政
府
は
、
一
九
四
三
年
、
民
国
政
府
の
設
置
し

た
「
国
立
礼
楽
館
」
を
主
体
と
し
て
、
国
内
の
行
政
官
、
学
者
た
ち

と
中
国
社
会
の
礼
俗
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
検
討
を
重
ね
、「
中
華

民
国
礼
制
」（
そ
の
葬
儀
部
分
に
つ
い
て
は
『
北
泉
儀
礼
録
』
に
収

め
ら
れ
る
）
の
構
築
を
目
指
し
た
﹇
闞2010

﹈。
こ
の
国
民
儀
礼
構

想
は
、
新
生
活
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
礼
儀
廉

恥
」
を
踏
ま
え
、
一
方
で
煩
雑
か
つ
愚
昧
な
陋
習
を
廃
棄
し
、
西
洋

の
文
明
的
に
し
て
健
康
的
、
簡
潔
に
し
て
衛
生
的
な
葬
儀
の
要
素
を

採
用
し
、
同
時
に
、
当
時
の
課
題
で
あ
っ
た
国
民
全
体
へ
の
普
及
を

図
る
た
め
に
、
人
々
の
受
容
能
力
を
検
討
し
つ
つ
旧
慣
の
一
部
を
残

し
た
、
い
わ
ば
中
国
と
西
洋
の
入
り
交
じ
っ
た
新
式
葬
儀
の
編
成
と

い
え
る
だ
ろ
う
﹇
仲2012

﹈。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
、
内
戦
の
さ

な
か
に
検
討
さ
れ
た
国
民
儀
礼
案
は
、
戦
局
が
不
利
に
な
る
な
か

で
、
実
施
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

以
上
、
国
民
政
府
時
期
の
新
式
葬
儀
を
め
ぐ
る
動
き
を
、
次
の
よ

う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
宗
教
的
権
威
が
失
墜
し
、

科
学
が
そ
れ
に
代
わ
る
役
割
を
果
た
す
な
か
で
、
世
界
の
秩
序
や
死

後
の
世
界
を
提
供
し
た
「
聖
な
る
天
蓋
」
と
し
て
の
礼
教
は
弱
体
化

し
、
天
蓋
を
背
景
と
し
た
葬
儀
も
ま
た
改
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

新
式
葬
儀
の
形
成
は
、
脱
宗
教
化
と
西
洋
の
儀
礼
要
素
の
吸
収
と
い

う
形
で
進
め
ら
れ
、
一
部
の
人
々
が
享
受
し
つ
つ
も
、
国
民
全
体
を

覆
う
離
別
儀
礼
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
国
民
儀
礼
と
し
て
葬
儀

の
創
造
が
模
索
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
も
は
や
新
た
な
「
聖
な
る
天

蓋
」
と
は
な
り
え
ず
、
ま
た
十
全
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　

次
に
、
国
民
儀
礼
の
創
出
を
目
指
し
た
中
華
民
国
政
府
に
対
し

て
、
今
日
の
中
国
に
直
結
す
る
も
う
一
つ
の
政
権
に
お
け
る
新
式
葬

儀
の
形
成
を
概
観
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
陝
甘
寧
ソ
ヴ
ィ
エ

ト
政
府
以
降
の
共
産
党
政
権
の
死
者
紀
念
の
あ
り
方
で
あ
る
。

　

辺
区
政
府
も
、
民
国
政
府
と
同
じ
く
習
俗
改
良
に
取
り
組
む
が
、

こ
ち
ら
の
政
権
で
は
、
葬
儀
の
改
革
に
関
す
る
記
録
は
非
常
に
少
な

い
。
一
般
の
人
々
が
お
こ
な
っ
て
い
た
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
墓
掘
り

職
人
の
日
当
を
制
限
す
る
、
風
水
師
や
巫
道
と
い
っ
た
葬
儀
に
関
わ

る
宗
教
職
能
者
の
関
与
を
制
約
す
る
な
ど
の
、「
迷
信
」
に
よ
る
搾

取
を
規
制
す
る
方
向
が
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、

そ
の
「
迷
信
」
か
ら
の
脱
却
も
、
当
初
は
、
教
育
と
医
療
設
備
の
充

実
を
手
段
と
す
る
べ
き
も
の
で
、
強
引
に
廟
を
破
壊
し
た
り
、
宗
教

職
能
者
の
改
業
を
迫
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

後
、
辺
区
政
府
時
代
後
半
に
は
、
喪
服
を
簡
素
に
し
、
葬
儀
を
簡
単

に
す
ま
せ
、
宗
教
職
能
者
を
「
改
造
」
す
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
た

が
、
一
般
の
人
々
に
対
す
る
葬
儀
の
改
革
は
け
っ
し
て
体
系
的
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
特
定
の
人
々
に
対
す
る
紀
念
活
動
は
、
繰
り
返

し
、
大
規
模
に
挙
行
さ
れ
て
お
り
、
記
録
に
残
る
新
式
葬
儀
は
、
こ

う
し
た
文
脈
に
お
け
る
葬
儀
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
政
権
の
早
い
段

階
で
の
追
悼
会
と
し
て
は
、
一
九
三
六
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
劉
志
丹

追
悼
会
が
あ
る
。
辺
区
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
拠
点
形
成
に
大
き
な
功
績
の
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あ
っ
た
劉
志
丹
は
、
死
後
間
も
な
い
四
月
二
三
日
に
遺
体
が
辺
区
政

府
支
配
地
域
内
に
運
び
込
ま
れ
て
、
翌
日
に
は
大
規
模
な
追
悼
会
が

開
か
れ
た
。
こ
の
追
悼
会
の
流
れ
は
、
政
治
部
主
任
の
開
会
宣
言
に

続
き
、
全
員
の
黙
祷
、
故
人
の
略
歴
紹
介
、
軍
委
員
会
副
主
席
の
周

恩
来
と
中
央
政
府
辦
事
処
主
席
で
あ
っ
た
博
古
に
よ
る
言
葉
を
経

て
、
遺
体
の
埋
葬
に
向
か
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
現
在

の
新
式
葬
儀
で
放
送
さ
れ
て
い
る
中
国
特
有
の
葬
儀
楽
曲
「
哀
楽
」

は
、こ
の
追
悼
会
に
際
し
て
急
遽
作
成
さ
れ
た
と
い
う
見
解
も
あ
〉
6
〈

る
。

　

劉
志
丹
は
、
一
九
四
三
年
に
改
葬
さ
れ
、
皇
帝
の
墳
墓
を
連
想
さ

せ
る
大
掛
か
り
な
陵
園
が
建
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
に
も
「
公
祭
劉

志
丹
烈
士
大
会
」
が
盛
大
に
挙
行
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
、
辺
区
政

府
初
期
の
重
要
人
物
で
あ
る
謝
子
長
も
、
一
九
三
九
年
に
墓
地
、
一

九
四
五
年
に
は
陵
園
が
建
設
さ
れ
、
盛
大
な
公
祭
が
営
ま
れ
た
。
両

者
は
、
県
の
名
称
に
そ
れ
ぞ
れ
の
名
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
永
遠
の

紀
念
と
さ
れ
る
な
ど
、
同
時
期
の
国
民
党
政
府
の
事
例
と
比
較
し
て

も
破
格
の
顕
彰
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
様
の
事
例
と
し
て
、

一
九
四
六
年
四
月
八
日
に
山
西
省
で
飛
行
機
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た

王
若
飛
、
秦
邦
憲
、
葉
挺
ら
高
級
幹
部
ら
「
四
・
八
烈
士
」
に
も
、

飛
行
場
に
お
け
る
追
悼
大
会
、
公
祭
「
四
・
八
」
烈
士
大
会
の
開
催

と
、
陵
園
建
築
が
み
ら
れ
る
。

　

日
本
に
よ
る
侵
略
と
い
う
国
難
に
立
ち
向
か
う
こ
の
時
期
に
は
、

追
悼
会
や
公
祭
が
頻
出
し
た
が
、
こ
れ
を
支
え
る
論
理
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
革
命
墓
地
建
設
の
意
義
に
つ
い
て
の
記
事
が
参
考
と
な

る
。
一
九
四
一
年
の
「
辺
区
政
府
が
革
命
墓
地
を
建
立
」
で
は
、
新

た
に
設
立
さ
れ
る
墓
地
に
つ
い
て
以
下
の
説
明
を
施
し
て
い
る
。

　
　
　

辺
区
政
府
に
は
、
抗
日
民
族
解
放
戦
争
の
な
か
で
、
千
万
に

も
の
ぼ
る
志
士
た
ち
が
遠
方
か
ら
こ
の
辺
区
に
や
っ
て
き
て
革

命
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
間
、
公
の
理
由
で
疲
労
し
疾
病
に

よ
り
死
亡
し
た
り
、
敵
機
の
爆
撃
に
よ
り
戦
場
で
命
を
捧
げ
壮

烈
に
犠
牲
と
な
っ
た
者
が
い
る
。
そ
の
者
た
ち
へ
の
追
慕
の
気

持
ち
を
示
す
た
め
、
と
く
に
墓
地
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
紀
念
す

る
。
延
安
市
政
府
に
命
じ
て
延
安
付
近
に
場
所
を
求
め
「
革
命

公
墓
」
を
建
設
し
、
毎
年
「
七
七
」
時
期
に
公
祭
を
お
こ
な
う

こ
と
と
す
る
。
そ
の
家
族
が
故
郷
へ
の
埋
葬
を
希
望
す
れ
ば
悉

く
自
由
と
し
、
死
者
の
遺
留
品
と
生
前
の
著
作
は
延
安
市
公
墓

管
理
人
に
渡
し
て
保
存
し
、
家
族
や
友
人
た
ち
の
紀
念
に
備
え

る
。﹇
延
安
解
放
日
報
社1941

﹈

　

た
だ
し
、
喪
葬
改
革
の
展
開
を
考
察
す
る
う
え
で
見
逃
す
こ
と
が

で
き
な
い
点
は
、
同
じ
く
日
中
戦
争
を
戦
っ
て
い
た
国
民
政
府
に
お

い
て
も
公
葬
や
追
悼
会
が
多
数
催
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
は
近

代
国
家
建
設
の
一
部
と
し
て
の
新
し
い
礼
制
度
構
築
、
大
多
数
の
国

民
へ
の
新
式
葬
儀
普
及
の
政
策
と
並
行
し
て
こ
う
し
た
追
悼
活
動
が

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
辺
区
政
府
に
お
い
て
は
、
こ
の

烈
士
顕
彰
へ
と
特
化
す
る
形
で
新
式
葬
儀
が
営
ま
れ
て
い
た
点
で
あ

る
。
演
説
や
「
悼
詞
」（
弔
辞
）
で
直
接
的
に
明
示
さ
れ
る
も
の
で

あ
れ
、
追
悼
会
の
挙
行
の
有
無
や
生
前
の
略
歴
に
暗
に
埋
め
こ
ま
れ
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る
も
の
で
あ
れ
、
烈
士
の
顕
彰
は
、
人
と
し
て
生
き
る
規
範
、
価
値

観
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
本
稿
の
関
心
か
ら
ま
と
め
れ
ば
、
国
民

政
府
が
、
脱
宗
教
と
い
う
、
近
代
国
家
の
経
験
す
る
「
聖
な
る
天

蓋
」
か
ら
の
脱
却
を
は
か
り
つ
つ
、
多
様
な
国
民
に
受
容
さ
れ
る
儀

礼
創
出
を
目
指
し
た
の
に
比
し
て
、
こ
の
時
期
の
辺
区
政
府
で
は
、

む
し
ろ
も
う
一
つ
の
絶
対
的
な
価
値
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
新

た
な
儀
礼
の
創
造
へ
と
む
か
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
を
支
え

る
母
体
は
、
先
の
記
事
の
言
葉
に
従
え
ば
「
遠
方
か
ら
こ
の
辺
区
に

や
っ
て
き
て
革
命
に
参
加
し
て
い
る
」「
千
万
に
も
の
ぼ
る
志
士
た

ち
」
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
っ
た
。
こ
の
特
殊
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
よ
る
、
世
界
の
あ
り
方
、
歴
史
発
展
の
規
則
、
人
間
と
は
何

か
、
人
の
生
き
る
意
味
す
ら
も
反
論
の
余
地
を
認
め
ず
解
説
し
つ
く

す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
は
宗
教
性
を
取
り
除
い

た
宗
教
的
な
存
在
で
あ
り
、
新
た
な
「
聖
な
る
天
蓋
」
と
い
う
べ
き

状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
天
蓋
の
も
と
で
、
新

式
葬
儀
は
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
状
況
を
も
っ
と
も
明
瞭
に
示
す
事
例
は
、
の
ち
に
毛
沢
東

「
老
三
篇
」
に
数
え
ら
れ
、
著
名
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
た
「
為
人

民
服
務
」（
人
民
に
奉
仕
す
る
）
に
他
な
ら
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
こ
の
文
章
は
、
一
九
四
四
年
に
炭
焼
き
窯
の
崩
落
と
い
う

事
故
で
死
亡
し
た
革
命
同
志
で
あ
る
張
思
徳
の
追
悼
大
会
で
公
表
さ

れ
た
講
話
で
あ
る
。
誰
に
で
も
訪
れ
る
死
の
意
味
を
問
い
、
そ
の
価

値
を
問
い
か
け
る
、「
我
々
の
部
隊
で
誰
が
死
の
う
が
、
そ
れ
が
炊

事
係
で
あ
れ
、
戦
士
で
あ
れ
、
有
益
な
仕
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者

で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
我
々
は
彼
の
葬
儀
を
お
こ
な
い
、
追
悼
会
を

開
く
」
と
い
う
死
へ
の
向
き
合
い
方
、
換
言
す
れ
ば
、「
死
の
物
語

性
」
を
重
視
し
、
個
人
の
顕
彰
に
傾
斜
す
る
新
式
葬
儀
は
、
こ
の
辺

区
政
府
に
集
っ
た
革
命
を
志
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
共
産
党
政
権

下
で
完
成
さ
れ
た
。

二
　
現
代
中
国
を
代
表
す
る
新
式
葬
儀
と
し
て
の

「
追
悼
会
」「
遺
体
告
別
式
」

　

中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
降
の
葬
儀
の
改
革
で
は
、
火
葬
の
普
及

と
墓
地
問
題
が
焦
点
と
な
っ
て
い
っ
た
。
都
市
部
を
支
配
域
に
収
め

た
新
た
な
政
権
は
、
火
葬
設
備
を
手
に
入
れ
、
ま
た
、
広
大
な
農
地

に
散
在
し
農
業
の
機
械
化
、
集
団
化
を
妨
げ
る
墓
地
の
問
題
を
解
決

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
葬
儀
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
歴
代

王
朝
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
庶
民
の
奢
侈
な
「
厚
葬
」
禁
止
と
「
薄

葬
」
提
唱
、
民
国
期
の
脱
宗
教
型
葬
儀
を
系
譜
的
に
継
承
し
つ
つ

も
、
そ
の
無
神
論
的
立
場
か
ら
、
よ
り
積
極
的
に
「
封
建
迷
信
」
か

ら
の
離
脱
を
目
指
す
と
と
も
に
、
辺
区
政
府
時
期
に
形
成
し
た
革
命

烈
士
に
対
す
る
顕
彰
型
追
悼
会
を
普
及
さ
せ
て
ゆ
く
傾
向
を
み
せ

る
。
た
だ
、
辺
区
政
府
時
期
に
確
立
し
た
新
式
葬
儀
に
つ
い
て
も
う

一
度
振
り
返
れ
ば
、
社
会
主
義
革
命
成
就
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
先

述
の
「
為
人
民
服
務
」
の
言
葉
で
い
え
ば
、「
有
益
な
仕
事
を
す
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る
」
た
め
に
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
革
命
同
志
か
ら
成
る
集
団
を
そ
の

対
象
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
九
四
九
年
以
降
の
葬
儀

は
、
中
国
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
々
を
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た

わ
け
だ
が
、
新
た
な
国
民
儀
礼
を
創
出
す
る
の
で
は
な
く
、
辺
区
政

府
時
代
の
枠
組
み
が
修
正
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
新
式
葬
儀
の
実
施
が
、
都
市
部
で
始
め
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
多
く
が
「
単
位
」
と
呼
ば
れ
る
生
産
と
生
活
が
一
体
化
し
た
社

会
制
度
の
な
か
で
生
き
る
都
市
部
の
人
々
と
、
都
市
部
と
は
異
な
る

形
で
集
団
化
し
た
農
村
部
で
暮
ら
す
人
々
の
間
で
、
葬
儀
に
関
す
る

大
き
な
断
絶
が
発
生
す
る
原
因
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
以

降
、
両
者
は
時
に
近
づ
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
葬
儀
を
営

ん
で
ゆ
〉
7
〈

く
。
都
市
部
で
採
用
さ
れ
た
新
た
な
葬
儀
の
特
徴
は
、
中
国

の
葬
儀
を
ま
と
め
た
石
大
訓
と
来
建
礎
に
よ
れ
ば
、「
追
悼
会
を
開

く
な
ど
荘
厳
で
文
明
的
で
簡
便
で
実
行
し
や
す
い
形
式
に
よ
っ
て
、

旧
来
の
煩
わ
し
く
非
科
学
的
で
見
栄
を
張
る
浪
費
型
で
骨
を
折
り
財

産
を
損
な
う
葬
送
儀
礼
の
ス
タ
イ
ル
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
」
お
り
、

簡
単
で
、
経
済
的
負
担
が
少
な
く
、
文
明
的
で
あ
る
と
い
う
﹇
石
・

来2004

﹈。

　

こ
の
、
中
華
人
民
共
和
国
初
期
の
、
新
式
葬
儀
へ
の
要
求
は
難
し

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
が
簡
潔
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、

一
言
で
い
え
ば
、
故
人
に
敬
意
を
表
す
こ
と
、
そ
れ
以
外
の
伝
統
的

な
葬
儀
の
要
素
を
取
り
除
く
こ
と
、
で
あ
る
﹇
ホ
ワ
イ
ト1994

﹈。

「
喪
俗
改
革
」
の
主
要
な
任
務
は
、
葬
儀
活
動
に
お
け
る
「
封
建
迷

信
」
と
大
掛
か
り
な
葬
儀
を
制
止
し
、
文
明
的
で
節
約
型
の
葬
儀
の

新
風
尚
を
樹
立
す
る
。
大
衆
を
新
た
な
葬
儀
の
観
念
へ
と
導
き
、
喪

葬
陋
俗
を
取
り
除
く
。
唯
物
主
義
と
無
神
論
教
育
を
通
じ
て
、
葬
儀

の
な
か
で
み
ら
れ
る
「
封
建
迷
信
」
を
取
り
除
く
こ
と
に
あ
る

﹇
楊
・
張
・
程2001

﹈。
霊
魂
や
魂
の
存
在
を
暗
示
す
る
よ
う
な
行

為
や
語
句
は
、
そ
の
無
神
論
的
な
立
場
、
人
間
中
心
的
な
立
場
と

真
っ
向
か
ら
衝
突
す
る
も
の
で
あ
り
、
孝
や
礼
そ
の
も
の
も
「
封
建

迷
信
」
的
な
排
除
す
べ
き
思
想
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
科
学
的

で
な
い
」
供
物
や
葬
儀
に
用
い
ら
れ
る
多
く
の
物
品
（
す
で
に
死
ん

だ
人
物
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
）
は
、
無
駄
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
の
浪
費
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し

た
消
費
は
、
本
来
、
生
産
へ
と
向
け
ら
れ
る
べ
き
財
で
あ
り
、
そ
れ

を
い
ま
だ
に
必
要
と
す
る
の
は
、
思
想
が
「
封
建
性
」
に
と
ら
わ
れ

て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
説
明
体
系
が
準
備
さ
れ
た
。

　

で
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
に
「
迷
信
」
を
回
避
し
、
故
人

に
敬
意
を
表
す
べ
き
な
の
か
。
そ
の
答
え
が
、
追
悼
会
あ
る
い
は
遺

体
告
別
式
と
呼
ば
れ
る
死
者
と
の
離
別
儀
式
で
あ
っ
た
。
追
悼
会
は

す
べ
て
の
死
者
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
儀
礼
で
は
な
い
が
、
両
者

を
お
こ
な
う
場
合
に
は
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
理

想
と
さ
れ
る
完
全
な
離
別
儀
礼
の
挙
行
の
仕
方
と
し
て
、
大
き
く
分

け
て
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
生
前
の
死
者
の
単
位
で
の
地
位
や

職
務
、
死
亡
場
所
や
原
因
、
遺
体
処
理
ま
で
の
速
度
に
よ
っ
て
、
選

択
さ
れ
て
い
た
。
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一
つ
目
は
、
単
位
の
提
供
す
る
場
所
で
正
規
の
追
悼
会
を
お
こ
な

い
、
悼
詞
の
配
布
、
読
み
上
げ
、
続
け
て
遺
体
告
別
儀
式
を
お
こ
な

う
も
の
、
二
つ
目
は
、
遺
体
告
別
式
を
病
院
の
「
太
平
間
」（
霊
安

室
）
あ
る
い
は
簡
易
な
祭
壇
で
お
こ
な
っ
て
か
ら
、
単
位
の
提
供
す

る
場
所
あ
る
い
は
殯
儀
館
で
追
悼
会
を
お
こ
な
う
。
こ
の
場
合
は
、

遺
体
の
代
わ
り
に
遺
影
を
用
い
る
こ
と
も
多
い
。
三
つ
目
は
、
死
者

を
火
葬
場
に
送
り
、
火
葬
の
前
に
遺
体
告
別
式
を
お
こ
な
い
、
追
悼

会
は
後
に
単
位
が
別
所
で
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
三
つ
目
の
場
合

に
は
、
す
で
に
遺
体
が
な
い
こ
と
か
ら
、
追
悼
会
場
に
は
遺
影
や
遺

骨
を
配
置
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
追
悼
会
と
、
遺
体
告
別
儀
式
は
別

個
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
告
別
儀
式
の
み
で
終
了
す
る

こ
と
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
人
々
を
参
集
す
る
儀
礼
の
挙
行
が
「
不

都
合
」
な
場
合
は
、
火
葬
前
の
簡
単
な
確
認
で
済
ま
す
こ
と
も
あ
っ

た
。
こ
の
差
異
は
、
故
人
の
遺
志
、
主
催
単
位
、
あ
る
い
は
、「
治

喪
委
員
会
」「
治
喪
小
組
」「
治
喪
班
」
と
呼
ば
れ
る
葬
儀
運
営
組
織

の
判
断
に
よ
る
。
家
族
の
構
成
員
は
、
成
人
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
場

合
、
同
時
に
あ
る
単
位
の
構
成
員
で
も
あ
る
社
会
状
況
は
、
多
く
の

都
市
居
住
者
に
こ
の
新
式
葬
儀
を
受
け
入
れ
る
の
に
十
分
な
環
境
で

あ
っ
た
。

　

治
喪
委
員
会
と
は
、
故
人
の
所
属
し
た
単
位
か
ら
生
前
の
幹
部
等

級
と
職
務
に
よ
っ
て
、
ふ
さ
わ
し
い
レ
ベ
ル
の
人
々
に
よ
っ
て
臨
時

に
構
成
さ
れ
る
組
織
で
あ
る
。
主
な
役
割
と
し
て
は
、「
訃
告
」（
訃

報
）
の
発
信
、
告
別
儀
式
や
追
悼
会
の
手
配
、
必
要
に
応
じ
て
「
停

霊
」（
離
別
儀
式
前
の
遺
体
の
安
置
）
を
お
こ
な
い
、
火
葬
場
手

配
、
残
さ
れ
た
家
族
の
世
話
や
慰
問
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
葬

儀
の
実
施
に
必
要
な
、
悼
詞
の
準
備
、
花
輪
の
大
小
・
数
量
の
決
定

と
手
配
、「
挽
聯
」（
追
悼
の
対
句
が
書
か
れ
た
対
聯
）
を
送
る
か
ど

う
か
も
単
位
と
治
喪
委
員
会
と
の
手
配
に
よ
る
。

　

で
は
、
こ
こ
ま
で
、
新
式
葬
儀
と
し
て
記
述
し
て
き
た
追
悼
会
と

遺
体
告
別
儀
式
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
追
悼
会

と
遺
体
告
別
儀
式
を
分
割
し
て
説
明
す
る
葬
儀
案
内
書
は
少
な
い

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
式
次
第
を
明
記
し
た
郭
に
よ
れ
ば
、
両
儀
礼
は
以

下
の
よ
う
に
な
る
。

〈
追
悼
会
の
一
般
的
な
手
順
〉

　

⑴　

参
加
者
が
受
付
を
済
ま
せ
、
白
花
や
黒
腕
章
を
帯
び
る
よ
う

に
し
、
悼
詞
を
配
る
。

　

⑵　

参
加
者
が
予
定
の
位
置
に
つ
い
て
入
場
す
る
よ
う
に
す
る
。

　

⑶　

相
応
の
身
分
の
人
物
が
追
悼
会
の
開
催
を
告
げ
る
。

　

⑷　

司
会
者
が
、
某
同
志
遺
体
（
遺
影
）
に
三
分
間
の
黙
祷
を
さ

さ
げ
る
よ
う
に
告
げ
る
。
時
間
に
注
意
し
、
適
時
黙
祷
を
終
了

さ
せ
る
。

　

⑸　

司
会
者
が
某
同
志
へ
の
弔
辞
を
捧
げ
る
。

　

⑹　

弔
辞
が
終
わ
っ
た
の
ち
、
司
会
者
が
「
某
同
志
へ
の
三
鞠

躬
」
を
指
示
し
、
統
一
の
動
作
で
礼
を
お
こ
な
う
。
司
会
者
の

号
令
で
、
三
度
鞠
躬
礼
を
お
こ
な
う
。
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⑺　

鞠
躬
が
終
了
し
た
の
ち
、
司
会
者
が
追
悼
会
の
終
了
を
告
げ

る
。

　

⑻　

追
悼
会
終
了
の
宣
言
の
あ
と
、
参
加
者
の
人
数
が
少
な
け
れ

ば
遺
族
と
握
手
し
て
別
れ
、
人
数
が
多
い
時
に
は
参
加
者
の

リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
同
志
と
関
係
が
緊
密
だ
っ
た
生
前
の
友
人
が

遺
族
の
手
を
と
っ
て
慰
問
を
表
し
そ
の
他
の
人
々
は
退
場
す

る
。

　

⑼　

追
悼
儀
式
が
完
了
し
た
後
、
治
喪
に
あ
た
る
人
々
と
遺
族
は

遺
体
が
火
葬
炉
へ
と
運
ば
れ
る
の
に
同
行
す
る
。

〈
遺
体
告
別
儀
式
の
一
般
的
な
手
順
〉

　
　

こ
ち
ら
は
病
院
、家
庭
、殯
儀
館
は
も
ち
ろ
ん
、そ
の
他
の
公
的

な
場
所
で
も
開
催
可
能
で
あ
り
、
追
悼
会
よ
り
も
簡
便
で
あ
る
。

　

⑴　

参
加
者
が
受
付
を
済
ま
せ
、
白
花
や
黒
腕
章
を
帯
び
る
よ
う

に
し
、
死
者
の
生
前
を
記
し
た
文
章
を
配
る
。

　

⑵　

告
別
儀
式
の
開
始
前
に
追
悼
の
順
を
決
め
、
混
乱
が
起
き
な

い
よ
う
に
す
る
。

　

⑶　

遺
体
と
遺
族
が
到
着
し
た
後
、
規
定
の
時
間
に
従
っ
て
「
哀

楽
」
を
流
し
、
遺
体
の
「
瞻
仰
告
〉
8
〈

別
」
を
始
め
る
。

　

⑷　

告
別
時
に
は
、
先
に
決
め
た
順
序
に
従
い
参
加
者
を
入
場
さ

せ
る
。
遺
体
か
ら
三
〜
五
メ
ー
ト
ル
の
場
所
で
、
集
団
あ
る
い

は
個
人
で
遺
体
に
対
し
て
三
鞠
躬
礼
を
お
こ
な
い
、
そ
の
後
遺

体
を
一
周
し
て
瞻
仰
し
、
最
後
に
遺
族
の
手
を
取
っ
て
慰
問
し

て
か
ら
退
場
す
る
。

　

⑸　

告
別
儀
式
終
了
後
、
親
族
を
組
織
し
て
遺
体
の
前
で
写
真
を

撮
り
、
そ
の
後
火
葬
炉
へ
同
行
し
て
も
よ
い
。﹇
郭1992

﹈

　

こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
一
般
的
な
手
順
で
あ
っ
て
、
一
九
五
〇
年
代

以
降
の
わ
ず
か
な
間
に
も
若
干
の
変
化
が
あ
り
、
実
際
の
儀
式
で

は
、
こ
の
通
り
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
一
種
の
理
念
形
と

い
っ
て
よ
い
。
加
え
て
、
追
悼
会
の
名
称
で
遺
体
告
別
儀
式
の
式
次

第
が
挙
行
さ
れ
る
、
単
位
で
は
な
く
友
人
に
よ
る
追
悼
会
が
組
織
さ

れ
る
な
ど
、
両
者
の
区
分
は
時
に
緩
や
か
な
も
の
と
な
り
、
近
年
で

は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
が
、
新
式
葬
儀
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
こ

の
離
別
儀
礼
は
大
き
な
影
響
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
か
ら
議
論

を
始
め
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。
両
者
の
区
分
か
ら
も
理
解
で
き
る

よ
う
に
、
民
国
政
府
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
追
悼
会
と
中
華
人
民

共
和
国
の
追
悼
会
の
式
次
第
は
連
続
的
で
あ
る
。
両
者
は
、
字
義
ど

お
り
に
は
、
死
者
を
「
追
悼
す
る
」
儀
式
と
、「
遺
体
に
告
別
す

る
」
儀
式
で
あ
り
、
告
別
式
に
は
遺
体
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
る
遺

骨
が
必
要
と
さ
れ
、
追
悼
会
に
は
そ
れ
ら
が
な
く
て
も
開
催
が
可
能

と
な
っ
て
い
る
。
追
悼
会
は
、
よ
り
規
模
が
大
き
く
、
故
人
の
死
の

位
置
づ
け
が
十
分
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
遺
体
告
別
儀
式
は

よ
り
小
規
模
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
死
因
や
故
人
の
生
前
の

職
位
（
こ
れ
は
時
と
し
て
社
会
へ
の
貢
献
度
の
大
小
と
同
一
視
さ
れ

る
）、
等
級
に
よ
っ
て
は
後
者
の
み
が
許
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
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か
っ
た
。

　

宗
教
的
な
要
素
を
入
念
に
取
り
除
き
、
従
来
の
葬
儀
に
く
ら
べ
て

極
度
に
簡
素
化
を
推
し
進
め
た
こ
の
追
悼
会
や
遺
体
告
別
儀
式
で
す

ら
、
ま
だ
社
会
主
義
革
命
の
途
上
と
み
る
見
解
も
存
在
す
る
。
唯
物

論
的
喪
俗
改
革
を
そ
の
理
念
に
従
っ
て
進
め
て
ゆ
く
と
、
究
極
的
に

は
葬
儀
自
体
が
不
要
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
実
際
、
こ
う

し
た
論
理
に
基
づ
い
た
葬
儀
不
要
論
が
、
繰
り
返
し
提
出
さ
れ
て
き

た
。
著
名
な
例
で
は
、
時
代
は
下
る
が
、
中
国
共
産
党
中
央
顧
問
委

員
会
の
二
七
名
の
同
志
が
、
中
央
書
記
処
に
提
出
し
た
「
遺
体
告
別

儀
式
取
り
消
し
の
建
議
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
（
一
九
八
九
年
一

月
）。「
移
風
易
俗
、
葬
儀
簡
便
は
わ
が
党
が
一
貫
し
て
唱
導
す
る
方

針
で
あ
る
。
遺
体
告
別
儀
式
は
、
死
者
に
益
な
く
、
生
者
に
益
が
な

い
」
で
始
ま
る
こ
の
建
議
に
お
い
て
、
死
者
の
紀
念
は
、
訃
報
を
発

し
て
新
聞
で
生
前
を
紹
介
し
、
あ
る
い
は
追
悼
の
文
章
を
発
表
し
て

そ
の
功
績
を
回
顧
す
れ
ば
そ
の
目
的
を
す
で
に
達
し
て
い
る
と
し
、

署
名
者
二
七
名
は
遺
体
告
別
儀
式
を
お
こ
な
わ
な
い
こ
と
を
求
め
、

自
己
の
遺
体
を
最
後
の
貢
献
と
し
て
医
学
研
究
の
た
め
の
献
体
と
す

る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
共
産
党
の
理
念
を

極
限
ま
で
推
し
進
め
た
建
議
は
、
恒
久
的
な
墓
地
の
排
除
の
た
め
の

改
革
（
厳
密
に
は
年
限
を
限
っ
て
墓
地
を
認
め
、
追
悼
終
了
後
は
耕

作
地
に
戻
す
、
あ
る
い
は
再
利
用
す
る
）
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
と
比

べ
て
も
、
極
端
な
も
の
で
あ
り
、
後
述
の
よ
う
に
、
八
〇
年
代
以
降

追
悼
会
を
一
部
の
高
級
幹
部
に
限
る
通
知
が
繰
り
返
し
発
せ
ら
れ
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
追
悼
会
、
遺
体
告
別
式
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

　

先
述
の
郭
の
区
分
に
よ
れ
ば
、
悼
詞
の
有
無
が
、
有
意
味
で
あ
る

よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
こ
そ
、
民
国
時
代
の
追
悼

会
の
「
演
説
」「
誄
詞
」
と
連
続
し
た
、
社
会
と
故
人
の
死
と
を
直

接
に
関
連
付
け
、
そ
の
生
と
死
の
意
味
に
意
味
を
見
出
し
、
顕
彰
す

る
部
分
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
悼
詞
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
部

分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
初
め
に
故
人
の
氏
名
、
死
亡
日

時
、
死
因
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
ま
で
の
病
歴
が
披
露
さ
れ
、
死

に
至
る
経
緯
が
報
告
さ
れ
る
。
次
に
、
死
者
の
生
前
の
紹
介
が
あ

り
、
こ
こ
に
学
歴
や
職
歴
な
ど
が
組
み
込
ま
れ
、
可
能
で
あ
れ
ば
入

党
時
期
や
社
会
政
治
活
動
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る
。
最
後
に
、
死
者

の
、
社
会
に
対
す
る
功
績
を
顕
彰
し
、
そ
の
「
人
民
」
と
し
て
の
模

範
性
が
強
調
さ
れ
る
。
か
つ
て
、
辺
区
政
府
時
代
に
は
、
革
命
烈
士

へ
の
顕
彰
で
あ
っ
た
追
悼
会
は
、
中
華
人
民
共
和
国
で
の
葬
儀
改
革

の
な
か
で
、
革
命
に
「
有
益
な
仕
事
」
を
し
た
と
み
な
さ
れ
さ
え
す

れ
ば
、
幹
部
や
工
場
な
ど
の
労
働
者
を
も
対
象
と
す
る
に
至
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
新
し
い
葬
儀
は
、
一
種
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
一
定
の

制
御
を
受
け
つ
つ
も
、
よ
り
広
汎
な
人
々
に
よ
っ
て
新
た
な
故
人
と

の
離
別
の
儀
礼
と
し
て
普
及
し
た
。
多
く
の
人
々
に
普
及
す
る
な
か

で
、
追
悼
会
は
も
う
一
段
の
変
化
を
蒙
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
国
家
級
の
幹
部
や
著
名
な
烈
士
と
は
異
な
り
、
繰
り
返
し
、
あ

る
い
は
各
地
で
追
悼
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
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は
、
追
悼
会
と
遺
体
告
別
式
に
は
大
き
な
差
異
が
な
く
、
と
も
に
中

華
人
民
共
和
国
式
の
葬
儀
に
過
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
、
単
位
に
よ
る
職

位
や
等
級
に
基
づ
く
厳
格
な
区
分
（
こ
の
距
離
化
が
追
悼
会
に
権
威

を
も
た
せ
て
い
た
わ
け
だ
〉
9
〈

が
）
が
幾
分
和
ら
ぐ
と
、
追
悼
会
と
遺
体

告
別
儀
式
と
は
同
一
視
さ
れ
る
状
況
が
発
生
し
、
こ
れ
は
現
在
で
は

よ
り
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
追
悼
会
、
遺
体
告
別
儀
式
が
人
々
に
も
た
ら
し
た
現
代
中
国

に
お
け
る
死
の
あ
り
方
は
、
単
に
宗
教
的
要
素
の
排
除
と
簡
素
化
、

時
間
の
短
縮
の
み
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
非
常
に
大
き
な
質
的
変
化

を
と
も
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
変
化
の
い
く
つ
か
を
取
り

上
げ
て
考
察
す
る
。

　

ま
ず
、
目
を
引
く
の
は
、
葬
儀
の
主
体
の
変
化
で
あ
る
。
旧
慣
に

基
づ
く
葬
儀
で
は
、
故
人
の
親
族
が
喪
に
服
す
る
対
象
で
あ
り
、
故

人
の
下
位
世
代
が
喪
主
と
な
り
、
葬
儀
全
体
を
通
じ
て
、
故
人
の
た

め
に
儀
礼
的
所
作
を
お
こ
な
う
主
体
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
節

で
み
た
よ
う
に
、
民
国
期
の
追
悼
会
の
段
階
で
、
遺
族
は
礼
を
受
動

す
る
側
の
み
に
配
置
さ
れ
る
変
化
が
起
こ
っ
た
。
そ
し
て
、
追
悼

会
、
遺
体
告
別
儀
式
が
新
式
葬
儀
と
し
て
多
く
の
人
々
に
普
及
し
、

「
喪
礼
」
の
う
ち
前
後
の
儀
礼
を
廃
止
し
た
た
め
に
、
新
式
葬
儀
を

基
準
と
す
れ
ば
、
葬
儀
全
体
に
お
け
る
主
体
が
す
で
に
遺
族
で
は
な

く
な
る
現
象
を
引
き
起
こ
し
た
。
追
悼
会
の
実
施
主
体
お
よ
び
故
人

に
評
価
を
与
え
位
置
づ
け
る
主
体
は
、
単
位
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た

治
喪
委
員
会
で
あ
り
、
故
人
の
顕
彰
に
参
加
す
る
人
々
は
、
訃
報
に

よ
り
集
め
ら
れ
た
人
々
で
あ
っ
て
、
遺
族
が
儀
礼
で
果
た
す
役
割

は
、
悼
詞
へ
の
返
礼
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
主
体
の
変
化
は
、
遺
体
告

別
式
で
あ
れ
、
追
悼
会
で
あ
れ
、
故
人
へ
の
呼
び
か
け
が
父
や
母
と

い
っ
た
親
族
関
係
に
基
づ
く
用
語
で
は
な
く
、
革
命
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

時
代
に
使
用
さ
れ
た
「
同
志
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
確
で
あ
る
。

　

こ
の
、
葬
送
儀
礼
全
体
か
ら
一
部
を
切
り
取
る
こ
と
で
新
式
葬
儀

と
し
た
こ
と
は
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
変
化
と
関
連
し
て
い
る
。
旧

慣
に
基
づ
く
葬
儀
で
は
、
故
人
は
男
系
子
孫
の
有
無
や
、
近
隣
の

人
々
と
の
良
好
な
関
係
、
故
人
の
善
良
さ
、
上
位
世
代
へ
の
孝
順
、

家
庭
へ
の
富
の
蓄
積
と
い
っ
た
功
徳
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
対
し

て
、
追
悼
会
で
は
人
物
の
革
命
性
が
顕
彰
さ
れ
、
国
家
、
社
会
へ
の

忠
と
貢
献
が
評
価
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
抽
象
度
の
高
い
対
象
と
、
個

人
と
が
直
接
に
対
面
し
評
価
を
受
け
る
形
式
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

点
に
注
目
す
れ
ば
、
家
族
や
親
族
の
関
係
性
の
な
か
に
織
り
込
ま
れ

て
い
た
人
の
あ
り
方
が
劇
的
に
変
化
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
儀
式
の
場
に
限
っ
て
の
良
き
人
の
あ
り
方
を
述
べ
れ
ば
、
具
体

的
な
人
や
モ
ノ
と
の
関
係
性
で
は
な
く
、
概
念
で
あ
る
社
会
主
義
を

基
準
と
し
て
自
己
内
省
を
絶
え
ず
繰
り
返
し
、
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
自

己
像
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
を
促
す
よ
う

に
、
追
悼
会
、
遺
体
告
別
式
の
主
な
場
所
と
な
る
殯
儀
館
に
は
、
先

述
の
「
為
人
民
服
務
」
中
の
「
人
民
の
利
益
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と

は
、
泰
山
よ
り
も
重
い
」「
人
民
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
は
、
そ
の
死

ぬ
と
こ
ろ
を
得
る
」
と
い
っ
た
語
句
が
掲
示
さ
れ
、
張
思
徳
に
は
じ



資料１　殯儀館の各所に散りばめられた「死の物語」の方向付け

「為人民服務」からとられた語句を刻む石製プレート
（地方都市殯儀館にて、2004年８月筆者撮影）

同じく「為人民服務」から引用された文章の掲示。あえて辺区政府時
代を連想させる毛沢東の像が採用されている。

（西北部所在の殯儀館、2005年９月筆者撮影）
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ま
り
、
雷
鋒
、
焦
裕
禄
、
鄭
培
民
、
孔
繁
森
ら
多
く
の
革
命
に
人
生

を
捧
げ
た
と
さ
れ
る
烈
士
の
故
事
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
資
料
１
）。

ま
さ
に
、
殯
儀
館
は
、
可
視
化
さ
れ
た
「
死
の
物
語
」
を
通
じ
て
規

範
化
さ
れ
た
人
の
あ
り
方
を
説
く
空
間
と
な
っ
て
い
る
。

　

北
京
に
お
け
る
死
の
儀
礼
の
成
立
と
展
開
を
検
討
し
たLeutner

（
羅
梅
君
）
は
、
追
悼
会
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
分
析
し
た
が
、

こ
れ
は
本
稿
の
考
察
と
も
矛
盾
し
な
い
。

　
　

旧
い
習
俗
と
の
闘
争
、
家
庭
と
家
庭
的
行
為
と
の
闘
争
は
同
時

に
新
た
な
社
会
秩
序
を
確
立
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
形
式
は

家
庭
や
家
族
、
宗
教
組
織
へ
の
忠
か
ら
社
会
、
共
産
党
、
共
産

主
義
国
家
、「
文
化
大
革
命
」
の
ピ
ー
ク
に
は
毛
主
席
へ
の
忠

を
尽
く
す
こ
と
へ
と
方
向
を
変
え
た
。
追
悼
会
は
そ
の
具
体
的

な
表
現
で
あ
る
。﹇
羅2001

﹈

　

上
述
の
よ
う
な
歴
史
性
を
刻
み
込
ま
れ
た
離
別
儀
礼
が
、
正
し
く

か
つ
新
た
な
葬
儀
の
あ
り
方
、
い
う
な
れ
ば
、
葬
儀
の
モ
デ
ル
と
し

て
多
く
の
人
々
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
が
、
中
華
人
民
共
和
国
時
期
の

特
徴
と
い
え
よ
う
。

　

中
国
を
代
表
す
る
新
式
葬
儀
の
普
及
を
考
察
す
る
う
え
で
、
同
時

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
追
悼
会
は
あ
く
ま
で
「
人

民
」
の
離
別
儀
礼
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
々
が
そ
の
範
疇
に
含
ま
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
〉
10
〈

る
。
そ
も
そ
も
、
離
別
儀
礼
が
複
数

用
意
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
水
平
的
で
は
な
い
配
置
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、「
血
統
論
」
が
支
持
さ
れ
た
時
代
に

あ
っ
て
完
成
を
み
た
、
故
人
の
顕
彰
を
趣
旨
と
す
る
良
き
人
民
の
儀

礼
は
、
常
に
こ
の
範
疇
か
ら
排
除
さ
れ
る
、「
顕
彰
に
値
し
な
い
」

と
さ
れ
た
人
々
の
存
在
と
の
差
異
化
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
原
理
を
見

過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
視
点
に
た
て
ば
、
新
式
葬
儀
の
浸
透

と
、
国
民
儀
礼
と
し
て
の
葬
儀
の
創
造
、
普
及
と
は
、
ま
っ
た
く
同

じ
現
象
を
指
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
こ
で
、
次
節
で

は
こ
の
「
単
位
」
に
よ
る
「
人
民
」
顕
彰
と
し
て
の
新
式
葬
儀
の
特

徴
を
手
掛
か
り
に
、
現
在
の
中
国
に
お
け
る
葬
儀
の
あ
り
方
を
検
討

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
単
位
制
度
を
基
調
と
し
た
良
き
人
民
へ

の
儀
礼
で
掬
い
取
れ
な
い
人
々
の
増
加
こ
そ
が
、
今
日
の
新
式
葬
儀

の
変
化
と
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
　
聖
な
る
天
蓋
の
複
数
化
へ

　

中
華
人
民
共
和
国
に
完
成
し
た
新
式
葬
儀
は
、
火
葬
の
実
施
、
公

共
墓
地
の
建
設
と
並
ん
で
、
中
国
の
新
し
い
葬
儀
様
式
と
し
て
、
広

く
人
々
に
浸
透
す
る
に
至
っ
た
。
歴
代
王
朝
お
よ
び
中
華
民
国
が
成

し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
一
般
の
人
々
の
葬
儀
の
簡
素
化
を
、
わ
ず
か

三
〇
年
に
満
た
な
い
時
間
で
達
成
し
た
点
は
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
一
九
七
八
年
か
ら
八
〇
年
代
初
頭
に
は
、
葬
儀
、
と
く
に
火

葬
に
つ
い
て
、「
四
人
組
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
」「
火
葬
は
極
左
路
線

の
産
物
」
と
し
て
認
識
さ
れ
、
火
葬
率
の
急
激
な
低
下
と
墳
墓
の
乱

立
が
起
き
、
葬
儀
改
革
の
危
機
を
迎
え
た
が
、
主
要
な
政
策
実
現
手
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段
を
、
建
国
以
来
の
社
会
運
動
形
式
か
ら
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
法

制
度
に
よ
る
運
用
へ
と
転
換
す
る
こ
と
で
、
頓
挫
し
か
か
っ
た
葬
儀

改
革
を
立
て
直
す
な
ど
、
多
く
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
現
代
中
国
に
お
け
る
追
悼
会
、
遺
体
告
別
儀
式

は
、
あ
る
種
の
揺
ら
ぎ
に
も
直
面
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
文
化
大

革
命
期
を
頂
点
に
一
定
の
完
成
を
み
た
新
式
葬
儀
の
揺
ら
ぎ
を
二
つ

の
側
面
か
ら
考
察
す
る
。

　

建
国
初
期
か
ら
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
追
悼
会
、
遺
体
告
別
儀
式

は
、「
人
民
」
を
対
象
と
し
、「
単
位
」
制
度
に
裏
付
け
ら
れ
た
葬
儀

形
態
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
、
良
き
人
民
と
い
う
価

値
観
の
変
化
、
そ
し
て
基
本
的
な
社
会
組
織
で
あ
る
単
位
制
度
の
弱

体
化
は
、
一
見
関
係
の
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
新
式
葬
儀
に
も
影
響

を
与
え
て
い
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
新
式
葬
儀
を
組
織
す
る
主
体
は
、
遺
族

で
は
な
く
、
故
人
が
生
前
の
単
位
の
治
喪
委
員
会
で
あ
る
。
こ
の
前

提
は
、
都
市
民
の
大
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
単
位
に
所
属
す
る
と
い
う
中

華
人
共
和
国
特
有
の
仕
組
み
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
日
本

の
社
葬
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
追
悼
会
、
遺
体
告
別
儀
式
と
は
、
全
都
市
民
を
覆
っ
て
い
た
社

葬
と
い
う
説
明
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
改
革
開
放
が
進

展
す
る
な
か
で
、
競
争
力
を
失
っ
た
国
営
単
位
は
衰
退
し
、
代
わ
っ

て
、
非
採
算
部
門
と
み
な
さ
れ
が
ち
な
福
利
厚
生
面
が
手
厚
い
と
は

い
え
な
い
企
業
群
が
増
加
し
た
。
さ
ら
に
は
、
失
業
者
や
中
途
離
職

者
の
発
生
や
流
動
性
の
拡
大
な
ど
帰
属
性
が
相
対
的
に
明
確
で
な
い

人
々
が
社
会
内
部
に
大
量
に
存
在
す
る
と
い
う
、
こ
の
二
〇
年
余
り

の
中
国
の
急
激
な
社
会
変
化
は
、
新
式
葬
儀
の
完
成
時
に
は
想
定
さ

れ
な
か
っ
た
種
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
旧
来
の
単
位
が

も
っ
て
い
た
従
業
員
の
葬
儀
と
遺
族
へ
の
保
障
に
つ
い
て
、
明
確
な

社
会
的
担
い
手
が
な
い
状
況
が
発
生
し
た
。
単
位
の
も
っ
て
い
た
社

会
保
障
の
機
能
の
一
部
は
、
居
住
区
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ

る
「
社
区
」
へ
の
移
管
が
期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
十
分
に
進

ん
で
い
る
と
は
言
い
難
く
、「
失
語
」
状
況
の
人
々
に
と
っ
て
故
人

の
葬
儀
は
、
か
つ
て
の
単
位
社
会
時
代
に
比
べ
て
、
す
べ
て
を
委
託

で
き
る
自
動
的
な
措
置
で
な
く
な
っ
て
い
る
（
資
料
２
）。
単
位
弱

体
化
以
降
の
治
喪
委
員
会
は
、
故
人
の
友
人
や
近
隣
の
住
民
、
家
族

に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
一
部
の
専
門
業
者
、
そ

し
て
死
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
全
般
を
請
け
負
う
よ
う
に
な
っ
た
殯
儀

館
が
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と
も
あ
る
。

　

公
的
な
顕
彰
機
会
を
失
っ
た
人
々
に
と
っ
て
、
追
悼
会
や
遺
体
告

別
儀
式
は
、
単
体
の
葬
送
儀
礼
で
は
な
く
、
ふ
た
た
び
一
連
の
葬
送

儀
礼
の
一
部
と
し
て
配
置
さ
れ
た
と
し
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な

い
。
葬
儀
政
策
の
緩
和
、
従
来
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
物
質

的
、
経
済
的
な
豊
か
さ
、
そ
し
て
後
述
す
る
、
悲
し
み
の
ケ
ア
や
死

の
個
性
化
、
現
代
化
さ
れ
た
「
孝
」
と
い
っ
た
新
た
な
家
族
主
義
の

台
頭
と
い
う
環
境
の
な
か
で
、
新
式
葬
儀
の
も
つ
唯
一
の
葬
儀
で
は

な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
追
悼
会
の
前
後
に
は
再
び
跪
拝
礼
や
、「
哭
」



資料２　死亡広告

いずれも、再開発のため取り壊しが決まっている「単位」（旧国営軽工業
工場）の社宅（写真下）に張り出された訃告。どちらも単位ではなく、
家族による簡素な告別儀式（当事者の認識では「追悼会」）が営まれた。

（2009年８月筆者撮影）
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を
伴
う
儀
礼
が
配
置
さ
れ
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
で

は
、
当
然
、
葬
儀
改
革
推
進
側
の
論
理
で
は
「
文
明
」
的
で
は
な

く
、
同
時
に
複
数
回
の
葬
儀
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
状

況
は
「
経
済
的
」
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
決
し

て
葬
儀
改
革
の
し
ば
し
ば
用
い
る
論
理
、
す
な
わ
ち
「
思
想
的
に
立

ち
遅
れ
て
い
る
」
た
め
に
新
式
葬
儀
の
み
に
よ
る
離
別
を
選
択
し
な

い
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
く
制
御
さ
れ
た
単
位
に
代
表
さ
れ
る

制
度
の
網
の
目
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
人
々
に
と
っ
て
、
故
人
を
送
る

「
正
し
さ
」
の
所
在
が
変
化
し
て
お
り
、
葬
儀
の
実
施
が
再
び
遺
族

お
よ
び
そ
の
周
囲
の
人
々
へ
と
投
げ
戻
さ
れ
た
結
果
発
生
し
た
現
象

で
あ
っ
て
、
そ
の
置
か
れ
た
社
会
状
況
を
理
解
す
べ
き
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
。

　

前
出
のLeutner

は
、
死
者
の
紀
念
活
動
が
小
規
模
化
し
て
い
っ

た
九
〇
年
代
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
今
後
の
都
市
に
お
け
る
死
の
あ

り
方
を
次
の
よ
う
に
予
想
し
た
。

　
　
　

今
後
の
展
開
と
し
て
考
え
ら
れ
る
方
向
性
に
、
権
力
の
な

い
、
ま
た
財
産
も
な
い
「
無
用
」
の
老
人
が
亡
く
な
っ
て
も
、

残
さ
れ
た
人
々
は
そ
れ
を
「
歴
史
発
展
の
規
則
」
と
と
ら
え

る
。
か
つ
て
の
中
国
と
異
な
る
の
は
、
葬
儀
が
都
市
の
人
々
の

面
前
か
ら
ほ
と
ん
ど
消
え
て
し
ま
い
、
た
だ
親
戚
や
近
隣
の

人
々
、
仕
事
仲
間
、
す
な
わ
ち
死
者
と
直
接
の
関
係
が
あ
っ
た

集
団
の
み
が
こ
の
出
来
事
を
知
る
。
あ
る
人
物
が
死
去
す
る
こ

と
は
、
そ
の
所
属
す
る
単
位
を
通
じ
て
よ
り
多
く
の
人
々
の
知

る
と
こ
ろ
と
な
る
。
死
者
は
、
単
位
の
悼
詞
と
葬
礼
に
よ
っ
て

の
み
そ
の
社
会
貢
献
と
社
会
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
位
置
づ
け
を

得
る
。
こ
の
た
め
、
死
者
の
所
属
す
る
社
会
階
層
は
、
こ
の
種

の
紀
念
活
動
上
で
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
羅 
2001

﹈

　

確
か
に
、
大
規
模
な
追
悼
会
の
減
少
と
人
々
の
社
会
的
布
置
に
関

す
る
急
激
な
変
化
は
、
こ
の
予
想
の
前
半
部
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
。

た
だ
し
、
予
想
を
超
え
る
速
度
で
進
ん
だ
単
位
の
消
滅
の
結
果
、
後

半
に
つ
い
て
は
十
分
に
現
実
化
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
、
故
人
の
紀
念
の
あ
り
か
た
、「
人
民
」
へ
の
顕
彰
に
つ
い

て
、
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。

　

中
国
は
一
九
九
〇
年
代
に
社
会
主
義
市
場
経
済
へ
と
舵
を
切
っ
た

が
、
そ
の
な
か
で
人
々
の
福
利
厚
生
を
担
い
、
葬
儀
改
革
を
主
管
す

る
民
政
部
門
の
下
位
に
位
置
す
る
殯
儀
館
も
ま
た
変
化
に
直
面
す

る
。
葬
儀
に
関
す
る
公
益
を
提
供
す
る
殯
儀
館
も
ま
た
「
社
会
公
益

と
経
済
利
益
を
結
び
つ
け
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
、
徐
々
に
サ
ー
ビ

ス
産
業
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
に
い
た
る
。
も
っ
と
も
、
公
共
墓
地

と
比
べ
て
、
火
葬
施
設
を
持
つ
殯
儀
館
は
独
占
産
業
と
し
て
保
護
さ

れ
て
お
り
、
民
間
資
本
の
参
入
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
た
め
、
す
ぐ

さ
ま
市
場
経
済
の
な
か
で
の
競
争
を
強
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
従
来
の
社
会
公
益
部
門
と
し
て
の
葬
儀
を
社
会
の
変
化
に

即
し
て
発
展
さ
せ
つ
つ
、
採
算
部
門
と
し
て
の
利
益
の
確
保
も
重
要

な
課
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。
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時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
、
社
会
公
益
を
担
う
部
門
と
し
て
の
活

動
の
進
展
と
し
て
は
、
経
済
状
況
に
基
づ
く
社
会
格
差
が
顕
在
化
す

る
な
か
で
、
近
年
の
例
で
い
え
ば
、「
三
無
人
員
」
と
民
政
部
が
称

す
、
生
活
基
盤
、
労
働
能
力
、
法
定
扶
養
義
務
者
の
い
な
い
人
々
へ

の
無
料
の
葬
儀
実
施
、
低
所
得
者
を
対
象
と
し
た
廉
価
な
葬
儀
の
提

供
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　

採
算
部
門
と
し
て
は
、
提
供
し
う
る
サ
ー
ビ
ス
を
拡
充
し
、
利
益

を
確
保
す
る
各
種
の
活
動
が
中
心
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
利
用
者

の
経
済
状
況
と
希
望
に
応
じ
て
、
追
悼
式
に
様
々
な
オ
プ
シ
ョ
ン
を

付
加
す
る
こ
と
で
多
様
化
を
図
る
（
資
料
３
）、
会
場
の
大
き
さ
や

使
用
す
る
生
花
や
器
具
に
よ
っ
て
追
悼
会
の
様
式
を
ラ
ン
ク
化
す

る
、
な
ど
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
今
日
の
こ
う
し
た
状
況
を
背
景

に
、
中
国
の
葬
儀
改
革
を
リ
ー
ド
す
る
上
海
の
殯
葬
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
の
陸
は
、「
移
風
易
俗
、
喪
事
簡
辦
」
と
い
う
政
府
の
長
年
の

指
針
は
重
要
で
あ
っ
て
も
限
界
が
あ
る
と
指
摘
し
、「
文
明
辦
喪
」

と
い
う
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
文
明
辦
喪
」
と

は
、
葬
儀
に
関
す
る
消
費
の
多
様
化
と
、
葬
儀
の
多
次
元
化
、
個
性

化
を
進
め
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
低
、
中
、
高
次
元
の

サ
ー
ビ
ス
を
用
意
し
、
葬
儀
サ
ー
ビ
ス
の
項
目
、
内
容
を
増
加
さ
せ

る
こ
と
で
消
費
を
促
し
、
ニ
ー
ズ
を
発
掘
す
る
。
市
場
を
広
げ
る
こ

と
で
、
豊
か
な
人
々
の
高
度
な
消
費
に
よ
り
就
業
問
題
を
解
決
し
、

遺
族
と
葬
儀
産
業
従
業
員
双
方
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
﹇
陸2002

﹈。
葬
儀
政
策
に
関
わ
る
人
々
に
よ
っ
て
上
述
の

提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
追
悼
会
の
式
次
第
の

な
か
に
も
、
一
律
の
「
哀
楽
」
で
は
な
く
、
生
前
個
人
が
好
き
だ
っ

た
音
楽
を
流
す
、
生
前
の
様
子
を
写
真
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
や
動
画
に

加
工
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
で
投
影
す
る
な
ど
の
選
択
可
能
な
サ
ー

ビ
ス
が
、
よ
り
故
人
ら
し
い
葬
儀
の
演
出
と
し
て
開
始
さ
れ
て
い
〉
11
〈

る

（
資
料
４
）。

　

こ
れ
ら
の
多
様
化
、
個
性
化
し
た
新
サ
ー
ビ
ス
は
、
死
者
へ
の
奢

侈
な
祭
祀
と
い
う
批
判
を
回
避
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
遺
族
へ
の

心
の
安
ら
ぎ
の
た
め
の
措
置
と
い
う
論
理
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
。
そ

の
過
程
で
「
心
理
補
導
」「
悲
傷
補
導
」「
哀
傷
撫
慰
」
な
ど
と
翻
訳
さ

れ
るG

rief consoling

（
日
本
のgrief counseling

に
相
当
）
の
導

入
も
図
ら
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
鄭
・
徐
・
陳
﹇2012

﹈
な
ど
）。

　

近
年
の
こ
う
し
た
動
向
に
み
ら
れ
る
殯
儀
館
の
工
夫
を
背
景
と
し

た
多
様
化
は
、
良
き
「
人
民
」
と
し
て
の
人
々
を
対
象
に
し
て
い
る

と
い
う
よ
り
は
、
良
き
消
費
者
と
し
て
の
人
々
に
享
受
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
最
近
の
追
悼
会
に
お
け
る
単
位
側
の
悼
詞
に
は
、

「
良
き
夫
と
し
て
」「
良
き
母
と
し
て
子
女
を
教
育
し
」
と
い
っ
た
文

言
が
散
見
さ
れ
る
が
、
再
び
孝
や
生
命
尊
重
の
観
念
が
呼
び
起
さ

れ
、
家
庭
道
徳
、
個
人
の
徳
目
を
強
化
す
る
雰
囲
気
の
な
か
で
、
新

式
葬
儀
が
営
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
た
だ
、
孝
の
強
調
に
対
し
て

「
順
」
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
な
い
な
ど
、
過
去
の
そ
れ
と

同
一
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
葬
儀
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
者
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
た
今
日
の
遺
族
と
、
治
喪
委
員
会
の
関
係
は
、
先
に



資料３　殯儀館における付加サービスの例

▲遺体告別の後に鳴らす礼砲
　  軍や革命とともに形成されてき
た追悼会の歴史を反映して考案
された。

（内陸部殯儀館にて、2007年８月筆者撮影）

遺骨用の輿と天蓋 ▼

遺骨を太陽にあてないように送り届け
るサービスで、旧慣の「遺体を太陽に
晒さない」観念から考え出された。
サービスの多様化への希求が、一見、
全く異なる来源をもつ要素が混在する
ことを許容している。
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触
れ
た
一
九
九
二
年
、
す
な
わ
ち
未
だ
単
位
社

会
で
あ
っ
た
時
期
の
葬
儀
案
内
書
と
比
較
す
る

と
興
味
深
い
。
そ
こ
で
は
、
職
場
の
治
喪
委
員

会
に
む
け
て
、
葬
儀
を
う
ま
く
取
り
仕
切
る
た

め
の
秘
訣
が
一
三
項
目
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

「
七　

原
則
を
堅
持
し
、
思
想
政
治
工
作
を
多

く
お
こ
な
う
」「
八　

適
当
に
空
手
形
で
遺
族

を
喜
ば
せ
な
い
」
と
し
て
、
原
則
問
題
で
は
譲

歩
は
し
て
は
な
ら
ず
、
遺
族
の
要
求
は
リ
ー

ダ
ー
の
思
想
工
作
と
大
衆
の
世
論
を
結
合
さ
せ

て
、
遺
族
の
思
想
を
改
変
さ
せ
る
こ
と
、
早
く

葬
儀
を
終
わ
ら
せ
遺
族
の
不
満
が
な
い
よ
う
に

と
の
配
慮
か
ら
、
な
ん
で
も
遺
族
の
要
求
を
聞

く
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
が

説
か
れ
て
い
る
﹇
郭1992

﹈。
こ
こ
に
あ
ら
わ

れ
た
葬
儀
運
営
組
織
の
像
と
、
現
在
の
殯
儀
館

に
立
ち
現
わ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
者
と
そ
の

調
整
役
と
し
て
の
治
喪
委
員
会
と
は
、
異
質
で

あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
文
化
大
革
命
時
期

以
降
、
二
度
目
の
葬
儀
改
革
の
停
滞
を
み
せ
る

今
日
、
葬
儀
研
究
者
た
ち
は
、
こ
の
変
化
の
理

由
を
、「
以
人
為
本
」（
二
〇
〇
三
年
に
お
こ
な

わ
れ
た
第
一
六
期
三
中
全
会
の
決
定
に
採
用
さ



資料４　現在の追悼会上の演出設備

　現在の殯儀館「礼庁」（ホール）では、手書きの輓聯に代わって電子掲示板
が、レコードに代わって電子ステレオシステムが供えられ、パソコンを駆使し
た、遺族の要望に応える葬儀を目指している。

（地方殯儀館にて、2013年８月筆者撮影）
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れ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
ひ
と
つ
）
的
科
学
発
展
観
念
が
一
部
の
指
導
者

や
群
衆
に
誤
っ
て
理
解
さ
れ
、
自
己
本
位
の
行
為
が
み
ら
れ
、
そ
れ

が
容
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
（
以
上
、
孫
・
王
・
董

﹇2013

﹈）。
こ
の
よ
う
に
、
改
革
開
放
以
後
、
単
位
に
よ
る
顕
彰
と
そ

の
受
動
者
で
あ
っ
た
遺
族
か
ら
、
葬
儀
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
者
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
遺
族
へ
と
バ
ラ
ン
ス
が
徐
々
に
傾
き
つ
つ
あ
る
。

　

上
述
の
変
化
は
、
政
府
に
よ
る
道
徳
教
育
の
推
進
と
切
り
離
す
こ

と
が
で
き
な
い
が
、
葬
儀
研
究
者
の
間
で
も
、
従
来
の
火
葬
率
上
昇

を
基
準
と
し
た
葬
儀
改
革
に
異
議
を
唱
え
、「
政
府
の
提
唱
す
る
殯

葬
改
革
は
、
か
つ
て
の
葬
儀
習
俗
を
廃
止
し
た
が
、
社
会
の
発
展
と

と
も
に
必
要
な
新
し
い
葬
儀
習
俗
を
打
ち
立
て
て
い
な
い
」
と
し
、

新
た
な
葬
儀
様
式
を
樹
立
す
る
必
要
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
孫
・

王
・
董
﹇2013

﹈
な
ど
）。
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
新
式
葬
儀
の

な
か
に
は
、「
天
命
」
を
意
識
し
、
家
族
を
主
体
と
す
る
祭
祀
、「
死
し

て
な
お
生
け
る
が
ご
と
く
」
と
い
う
、
か
つ
て
否
定
さ
れ
た
伝
統
的

生
命
へ
の
畏
敬
観
に
よ
る
葬
儀
す
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
﹇
江2012
﹈。

　

急
激
な
社
会
変
化
を
受
け
て
、
殯
儀
館
側
も
、
遺
族
の
ニ
ー
ズ

と
、
近
年
の
道
徳
教
育
を
重
視
す
る
政
府
の
方
向
性
と
迎
合
す
る
形

で
、
そ
の
立
ち
位
置
を
調
整
し
て
い
る
。
殯
儀
館
は
、
死
に
方
向
性

を
与
え
「
死
の
物
語
」
へ
と
編
成
し
て
ゆ
く
饒
舌
な
空
間
で
あ
る

が
、
先
述
の
歴
代
烈
士
の
紹
介
と
並
ん
で
、
新
た
に
「
二
十
四
孝
」

の
レ
リ
ー
フ
を
配
置
す
る
場
所
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
加
え

て
、
葬
儀
の
機
能
を
紹
介
す
る
場
で
は
、「
親
の
喪
に
礼
を
つ
く
し

先
人
の
恩
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
、
人
々
の
情
が
厚
く
な
る
」
と
い
っ

た
類
の
説
明
の
掲
示
が
頻
出
す
る
が
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
慎
終

追
遠
、
民
徳
帰
厚
矣
」
が
、
論
語
の
祭
祀
に
関
わ
る
曾
氏
の
言
葉
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
追
悼
会
、
遺
体

告
別
式
の
誕
生
が
儒
教
と
い
う
「
聖
な
る
天
蓋
」
か
ら
の
脱
却
を
め

ざ
す
な
か
で
胎
動
し
、
葬
儀
改
革
の
全
国
的
普
及
が
「
批
林
批
孔
」

時
期
と
も
重
な
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
れ
は
新
式
葬
儀

の
形
態
を
保
持
し
つ
つ
も
新
た
な
意
味
づ
け
の
時
期
へ
と
進
ん
だ
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
〉
12
〈

い
。

　

現
在
の
追
悼
会
、
遺
体
告
別
儀
式
を
め
ぐ
る
現
象
は
、
近
代
中
国

社
会
が
求
め
た
、
国
家
あ
る
い
は
党
と
直
接
に
向
き
合
う
、
自
律
す

る
個
人
と
し
て
の
「
人
民
」
へ
の
想
像
力
が
薄
ら
ぐ
な
か
で
再
び
台

頭
し
て
き
た
、
以
前
と
は
異
な
る
形
で
編
成
さ
れ
た
家
族
主
義
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
追
悼
会
あ
る
い
は
遺
体
告
別
儀
式
と
い
う
新
た
な
儀

礼
が
誕
生
し
、
様
々
な
社
会
関
係
の
影
響
の
な
か
で
体
系
化
さ
れ
、

中
国
を
代
表
す
る
葬
儀
形
式
と
な
る
過
程
を
ま
と
め
、
そ
の
儀
式
の

も
つ
歴
史
性
ゆ
え
に
近
年
の
急
激
な
変
化
の
な
か
で
多
様
化
す
る
状

況
を
考
察
し
た
。
そ
の
際
に
、
バ
ー
ガ
ー
の
提
示
し
た
「
聖
な
る
天

蓋
」
概
念
を
手
掛
か
り
と
す
る
こ
と
で
、
新
式
儀
礼
の
誕
生
か
ら
普
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及
、
そ
し
て
現
状
に
つ
い
て
、
脱
宗
教
化
の
過
程
と
し
て
の
み
描
写

す
る
先
行
研
究
の
視
点
と
は
異
な
る
見
解
を
提
示
し
た
。
す
な
わ

ち
、
脱
宗
教
化
が
進
み
、
か
つ
て
の
「
聖
な
る
天
蓋
」
が
崩
壊
し
て

誕
生
し
た
新
式
葬
儀
は
、
革
命
同
志
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
り

洗
練
さ
れ
、
社
会
主
義
と
い
う
新
た
な
「
聖
な
る
天
蓋
」
の
も
と
で

多
く
の
人
々
に
普
及
し
た
、
と
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
服
装
、
黙

祷
に
よ
る
哀
悼
の
表
現
、
演
説
や
生
前
の
略
歴
な
ど
言
葉
に
よ
る
故

人
の
顕
彰
と
い
っ
た
民
国
期
に
発
生
し
た
要
素
を
紡
ぎ
合
わ
せ
つ

つ
、
社
会
主
義
的
な
秩
序
づ
け
の
な
か
で
確
立
し
た
新
式
葬
儀
を
浸

透
さ
せ
、
現
代
中
国
を
代
表
す
る
葬
儀
の
地
位
に
ま
で
押
し
上
げ
る

こ
と
に
成
功
し
た
新
中
国
の
葬
儀
改
革
の
成
果
を
確
認
し
た
。
第
二

節
で
は
、
現
代
中
国
の
葬
儀
が
、
こ
の
新
式
葬
儀
の
も
つ
一
律
性
か

ら
の
み
で
は
理
解
で
き
な
い
、
多
様
化
や
個
性
化
を
展
開
し
て
い
る

現
象
の
原
因
を
、
辺
区
政
府
時
期
か
ら
改
革
開
放
以
前
の
時
期
ま
で

の
強
固
な
「
聖
な
る
天
蓋
」
の
動
揺
に
あ
る
と
み
な
し
、
具
体
的
に

は
「
単
位
」
社
会
の
弱
体
化
と
「
人
民
」
へ
の
想
像
力
の
変
化
か
ら

検
討
し
た
。
現
在
で
は
、
中
国
を
代
表
す
る
新
式
葬
儀
と
し
て
の
追

悼
会
、
遺
体
告
別
儀
式
は
、
そ
の
式
次
第
を
体
幹
と
し
て
維
持
し
な

が
ら
、
多
様
化
、
個
人
化
を
促
す
方
向
へ
の
サ
ー
ビ
ス
が
付
加
さ
れ

て
い
た
。
そ
し
て
、
式
次
第
に
は
大
き
な
変
更
が
な
い
な
が
ら
も
、

そ
こ
で
志
向
さ
れ
る
価
値
、
す
な
わ
ち
個
人
へ
の
敬
意
の
表
現
は
、

新
式
葬
儀
完
成
時
に
は
隅
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
家
族
的
紐
帯
へ
と
向

か
っ
て
い
る
と
結
論
し
た
。

　

最
後
に
、
冒
頭
で
触
れ
た
ワ
ト
ソ
ン
が
提
示
し
た
問
題
、
す
な
わ

ち
、
中
国
を
一
貫
し
た
文
化
と
し
て
保
つ
こ
と
を
助
け
た
儀
礼
構
造

が
崩
れ
、
進
出
の
儀
礼
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
新
し

い
儀
礼
の
一
式
が
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
出
現
す
る
か
否
か
と
い
う

問
い
に
、
本
稿
な
り
に
答
え
る
と
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

近
現
代
中
国
で
編
み
出
さ
れ
た
新
式
葬
儀
が
、
農
村
部
の
葬
儀
や
過

去
、
国
外
の
葬
儀
の
要
素
を
取
り
入
れ
、
部
分
的
に
改
変
さ
れ
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
近
い
将
来
に
お
い
て
、
近
現
代
中
国
が
形
成
し
て

き
た
よ
う
な
、
葬
儀
に
つ
い
て
の
新
た
な
一
式
の
儀
礼
体
系
が
創
造

さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
考
察
し
た

よ
う
に
、
儀
礼
の
所
作
や
式
次
第
が
常
に
儀
礼
の
創
造
お
よ
び
普
及

が
図
ら
れ
た
時
期
と
同
一
の
価
値
や
社
会
秩
序
と
し
て
の
意
味
づ
け

を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
演
出
、
享
受
さ
れ
る
意
味
を
検

討
す
る
た
め
に
は
、
葬
儀
を
超
え
た
よ
り
大
き
な
文
脈
で
の
考
察
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

注〈
1
〉 

中
国
に
お
け
る
火
葬
の
導
入
と
火
葬
従
事
者
の
活
動
に
つ
い
て

は
、
技
術
・
身
体
・
物
質
文
化
の
点
か
ら
す
で
に
検
討
し
た
﹇
田
村

2014

（
予
定
）﹈。
近
年
で
は
、
各
地
の
葬
儀
改
革
の
な
か
で
、
地
方

政
府
が
火
葬
を
進
め
る
こ
と
を
重
視
し
、
喪
俗
改
革
を
見
逃
し
、
単

純
に
火
葬
率
の
み
を
追
求
す
る
傾
向
が
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
范
・
温
﹇2002

﹈
な
ど
）。
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〈
2
〉 

た
だ
し
、
本
稿
の
目
的
は
、
死
の
社
会
的
文
脈
を
伝
統
社
会
／

近
代
社
会
／
レ
イ
ト
モ
ダ
ン
／
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
っ
た
社
会
類
型

と
対
照
す
る
形
で
考
察
す
る
も
の
で
は
な
い
﹇W

alter 1996 , 
1999

﹈。
そ
れ
は
、
ウ
ェ
ラ
ー
自
身
が
こ
れ
ら
の
考
察
を
西
欧
社
会

の
分
析
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
、
バ
ー
ガ
ー
、
ウ
ェ

ラ
ー
の
議
論
を
整
理
し
た
澤
井
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
類
型
が

議
論
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
出
発
点
と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
も
理
由
だ
が
、
近
現
代
中
国
に
お
い
て
は
、
本
稿
で
明
ら
か
に

す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
類
型
的
把
握
か
ら
の
ズ
レ
が
大
き
い
こ
と

も
指
摘
し
て
よ
い
﹇
澤
井2005
﹈。

〈
3
〉 

ホ
ワ
イ
ト
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
中
華
人
民
共
和
国
建
国
以

降
、
そ
の
政
策
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
都
市
部
と
農
村
部
の
葬
儀
は

大
き
く
様
相
を
異
に
し
て
い
る
﹇
ホ
ワ
イ
ト1994

﹈。
本
稿
で
は
、

都
市
部
の
葬
儀
に
考
察
の
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

〈
4
〉 

本
稿
の
取
り
上
げ
る
、
親
族
友
人
へ
の
通
知
、
死
亡
証
明
書
の

取
得
、
訃
報
の
掲
載
、
追
悼
会
の
開
催
、
火
葬
な
ど
か
ら
成
る
、
非

常
に
簡
単
で
宗
教
的
要
素
を
極
力
排
除
し
た
葬
儀
は
、
中
国
で
は
し

ば
し
ば
、「
伝
統
葬
礼
」
に
対
し
て
、「
現
代
葬
礼
」
と
呼
ぶ
こ
と
も

あ
る
﹇
白2003

﹈。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
、
清
末
以
降
の
変
化
を
視

野
に
収
め
る
必
要
か
ら
、
新
式
葬
儀
の
言
葉
を
も
っ
て
こ
れ
を
表
記

す
る
。

〈
5
〉 

た
だ
し
、
当
時
の
殯
儀
館
の
多
く
は
、
離
別
儀
礼
を
開
催
す
る

た
め
の
ホ
ー
ル
で
あ
り
、
火
葬
施
設
を
備
え
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
火
葬
そ
の
も
の
も
中
国
に
寄
留
す
る
外
国
人
を
対
象
と
し
た
特

殊
な
遺
体
処
理
方
法
で
あ
っ
た
。

 

　

よ
っ
て
、
追
悼
会
が
葬
儀
そ
の
も
の
に
代
わ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、「
入
殮
」（
棺
の
密
封
納
棺
儀
礼
）
や
「
出
殯
」（
野
辺
送
り
）

が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。「
出
殯
」
が
衰
退
す
る
の
は
、
殯

儀
館
が
火
葬
場
と
一
体
化
し
て
ゆ
く
時
期
、
す
な
わ
ち
、
大
都
市
で

は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
、
多
く
の
地
方
都
市
で
は
一
九
七
〇
年
代
以

降
を
待
つ
こ
と
に
な
る
﹇
薛2000

﹈。

〈
6
〉 

「
哀
楽
」
は
、
葬
儀
の
主
要
な
場
面
で
流
さ
れ
る
、
ゆ
っ
た
り

と
し
た
低
音
を
主
体
と
し
た
音
楽
を
指
す
が
、
現
在
の
追
悼
会
で

は
、
シ
ョ
パ
ン
の
「
葬
送
行
進
曲
」
と
、
中
国
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
哀

楽
」
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
中
国
の
「
哀
楽
」
の
作
曲
に
つ
い
て
は

諸
説
あ
り
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
人
民
解
放
軍
軍
楽
隊
団
長

で
、
中
国
を
代
表
す
る
革
命
的
音
楽
家
で
あ
る
羅
浪
（「
中
国
人
民

解
放
軍
行
進
曲
」「
東
方
紅
」
な
ど
の
作
曲
で
知
ら
れ
る
）
と
す
る

説
や
、
辺
区
政
府
時
期
に
陝
北
に
い
た
人
民
芸
術
家
の
馬
可
（「
南

泥
湾
」
の
作
曲
や
革
命
オ
ペ
ラ
「
白
毛
女
」
創
作
な
ど
で
知
ら
れ

る
）
が
劉
志
丹
の
追
悼
会
に
合
わ
せ
て
民
間
音
楽
を
ベ
ー
ス
に
作
曲

し
た
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
の
追
悼
会
に
お

い
て
、
シ
ョ
パ
ン
に
代
表
さ
れ
る
西
欧
と
、
辺
区
政
府
に
代
表
さ
れ

る
中
国
共
産
党
が
並
列
す
る
状
況
は
、
葬
儀
改
革
の
形
成
背
景
を
反

映
し
て
お
り
、
興
味
深
い
事
例
と
い
え
る
。

〈
7
〉 

基
本
的
に
都
市
と
農
村
の
葬
儀
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
断
絶
し

て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
文
化
大
革
命
の
一
時
期
、
農
村
で
も
追
悼

会
形
式
の
葬
儀
が
試
み
ら
れ
た
事
例
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
普
及
に
至
ら
な
い
一
つ
の
原
因
で
あ
る
、
農
村
部
で
暮
ら
す
す

べ
て
の
人
々
を
様
々
な
言
葉
で
顕
彰
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
基
層
幹
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部
に
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
本
文
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
新
式
葬
儀

の
も
つ
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
一
定
の
基
準
に
よ
る
顕
彰
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

〈
8
〉 
「
遺
体
の
瞻
仰
告
別
」
と
は
、
文
字
ど
お
り
最
後
の
別
れ
と
し

て
遺
体
を
一
周
し
、
仰
ぎ
見
る
所
作
を
指
す
。
こ
の
所
作
を
お
こ
な

う
た
め
に
、
中
国
で
は
「
水
晶
棺
」
と
呼
ば
れ
る
透
明
な
棺
が
新
式

葬
儀
で
用
い
ら
れ
る
。
な
お
、
瞻
仰
告
別
は
、
旧
慣
に
基
づ
く
葬
儀

の
「
入
殮
」
前
に
お
こ
な
わ
れ
る
所
作
を
引
き
継
い
で
い
る
と
思
わ

れ
る
。

〈
9
〉 

郭
の
紹
介
す
る
よ
う
に
、「
中
共
中
央
の
規
定
に
基
づ
き
、
死

者
が
党
や
国
家
指
導
者
お
よ
び
国
内
外
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も

の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
般
に
は
治
喪
委
員
会
を
形
成
し
な
い
」

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
書
「
治
喪
」
の
説
明
で
は
、「
従
業
員

あ
る
い
は
離
職
人
員
は
、
友
人
や
所
属
「
単
位
」
が
具
体
的
な
状
況

に
基
づ
い
て
臨
時
の
治
喪
小
組
、
治
喪
辦
公
室
あ
る
い
は
治
喪
委
員

会
と
共
同
で
進
め
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
距
離
化
は
成
功
し
て

い
る
と
は
言
い
難
い
﹇
郭
編2002

﹈。
そ
の
傍
証
と
し
て
は
、
政
府

が
繰
り
返
し
、
政
府
要
人
以
外
へ
の
治
喪
委
員
会
形
成
を
や
め
る
よ

う
通
知
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

注
意
す
べ
き
は
、
葬
儀
と
し
て
の
追
悼
会
は
簡
易
化
し
つ
つ
も
、

そ
こ
で
本
文
で
記
し
た
よ
う
に
、
式
の
レ
ベ
ル
や
代
表
者
の
派
遣
・

人
数
・
送
り
届
け
る
物
品
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
微
細
な
政
治

は
、
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
慎
重
に
展
開
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
か
つ
て
ワ
ト
ソ
ン
の
指
摘
し
た
、
社
会

関
係
を
創
出
し
、変
化
さ
せ
、再
認
識
し
、否
定
す
る
場
と
し
て
の
葬

儀
は
、連
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
﹇
ワ
ト
ソ
ン1994

﹈。

〈
10
〉 W
atson

の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
正
統
な
手
続
き

で
離
別
儀
礼
を
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
人
々
の
死
の
位
置
づ
け

は
、
常
に
周
縁
的
で
あ
る
と
同
時
に
危
険
で
も
あ
る
﹇W

atson 
1994

﹈。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
そ
の
代
表
例
と
し
て
、
好
ま
し
く
な
い
階

層
の
出
身
者
、
犯
罪
者
、
政
争
の
渦
中
に
あ
る
人
物
を
挙
げ
て
い
る

﹇
ホ
ワ
イ
ト1994

﹈。
正
し
き
人
の
あ
り
方
を
表
象
す
る
「
人
民
」

概
念
は
、
そ
う
で
な
い
者
を
設
定
す
る
こ
と
で
立
ち
現
わ
れ
る
。
こ

の
「
人
民
」
と
そ
う
で
な
い
者
の
関
係
、
あ
る
い
は
「
国
民
」
概
念

と
の
ズ
レ
を
考
察
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
が
、
時

期
に
よ
る
複
雑
な
揺
ら
ぎ
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
稿
を
改

め
る
も
の
す
る
。

〈
11
〉 

こ
う
し
た
近
年
の
中
国
の
葬
儀
に
お
け
る
状
況
を
、
よ
り
大
き

な
文
脈
で
の
議
論
へ
と
展
開
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
死
と
死
別
を
め
ぐ
る
社
会
学
的
考
察
を
整
理
し
た
澤
井
は
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
や
バ
ウ
マ
ン
の
議
論
を
紹
介
し
、
流
動
化
す
る
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
社
会
に
あ
っ
て
は
、
故
人
の
選
択
の
自
由
や
、
私
的
経
験
の

多
様
性
の
肯
定
へ
向
か
う
傾
向
を
指
摘
し
、
そ
れ
以
前
の
、
入
念
に

管
理
さ
れ
た
死
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
﹇
澤
井2005

﹈。

ま
た
、
同
様
に
、
ギ
デ
ン
ス
の
い
う
再
帰
性
を
援
用
す
る
こ
と
で
、

自
己
の
あ
り
方
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
な
が
ら
微
調
整
す
る
傾
向
が
、

死
と
い
う
す
で
に
自
己
決
定
を
超
越
し
た
領
域
に
ま
で
延
長
し
、
自

分
ら
し
さ
の
演
出
の
た
め
に
死
別
の
場
面
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
現

象
と
し
て
論
じ
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で

は
、
現
代
中
国
に
お
け
る
こ
う
し
た
状
況
が
萌
芽
的
な
も
の
で
あ
る
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こ
と
を
踏
ま
え
、
よ
り
中
国
的
文
脈
の
な
か
で
検
討
を
進
め
る
も
の

と
す
る
。

〈
12
〉 
前
述
のLeutner

に
よ
れ
ば
、
革
命
的
熱
気
の
最
も
高
揚
し
た

文
化
大
革
命
中
に
は
「
孝
」
観
念
も
封
建
地
主
階
級
の
基
本
的
な
道

徳
観
念
と
し
て
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
中
葉
に

は
、
は
や
く
も
一
部
の
政
治
的
地
位
の
あ
る
人
物
や
学
者
か
ら
文
明

的
礼
儀
、
社
会
道
徳
、
愛
国
主
義
を
支
え
る
観
念
と
し
て
、
儒
教
的

礼
教
と
今
日
の
社
会
道
徳
を
結
び
つ
け
る
動
き
も
み
ら
れ
た
、
と
い

う
﹇
羅2001

﹈。
こ
れ
に
従
え
ば
、
儒
教
的
徳
目
の
体
系
を
解
体

し
、
現
時
点
で
の
有
益
性
に
基
づ
き
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
す
る
こ
と
で
社

会
秩
序
を
再
構
築
す
る
方
向
は
、
早
く
か
ら
進
ん
で
お
り
、
そ
れ
が

顕
在
化
し
て
き
た
状
況
が
現
在
の
葬
儀
の
現
場
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
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