
家
族
変
動
と
墓
ｌ
調
査
の
た
め
の
整
理
Ｉ

１
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
の
墓

社
会
学
に
お
け
る
日
本
社
会
論
研
究
の
な
か
で
最
も
研
究
蓄
積
が
深
め
ら
れ
て
き
た
の
は
家
研
究
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
家

研
究
の
焦
点
は
生
活
共
同
体
と
し
て
い
か
に
統
合
、
維
持
さ
れ
て
き
た
か
に
関
し
て
の
構
造
的
、
機
能
的
原
理
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と

く
に
労
働
組
織
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
そ
こ
で
今
回
の
特
集
で
あ
る
墓
の
問
題
な
ど
は
随
伴
的
に
取
り
扱
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し

て
、
墓
を
め
ぐ
っ
て
の
研
究
は
家
族
と
は
切
り
離
さ
れ
、
墓
制
の
追
及
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
日
本
社
会
の
大
き
な
社
会
変
動

を
経
て
、
生
活
実
態
と
し
て
の
家
は
揺
ら
ぎ
、
崩
壊
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
今
日
的
状
況
の
な
か
で
依
然
と
し
て
墓
、
仏
壇
を
礼
拝
施
設
と
し

て
の
先
祖
祭
祀
の
実
修
が
高
く
、
そ
れ
が
さ
ら
に
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
世
論
調
査
な
ど
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ

で
先
祖
祭
祀
を
焦
点
に
置
き
、
家
を
め
ぐ
っ
て
の
日
本
社
会
論
の
再
考
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
ひ
と
つ
の
研
究
動
向
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
墓
は
言
う
ま
で
も
な
く
社
会
的
、
文
化
的
な
物
で
あ
る
。
今
日
の
法
制
度
上
に
お
い
て
は
「
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
」

（
昭
和
二
十
三
年
制
定
）
で
、
「
墓
地
」
と
は
「
墳
墓
を
設
け
る
た
め
に
、
墓
地
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
う
け
た
区
域
」
、
「
墳
墓
」
と
は

「
死
体
を
埋
葬
し
、
又
は
焼
骨
を
埋
蔵
す
る
施
設
」
、
「
納
骨
堂
」
と
は
「
他
人
の
委
託
を
う
け
て
焼
骨
を
収
蔵
す
る
た
め
に
、
納
骨
堂
と
し
て

都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
施
設
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
墓
地
以
外
で
の
埋
葬
、
埋
蔵
は
禁
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
巨
大
都
市

へ
の
人
口
の
集
中
化
に
よ
り
、
墓
地
問
題
が
都
市
問
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
浮
上
し
墓
地
造
成
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
場
合
に
は
都
市
の
風
致

美
観
に
留
意
し
、
公
園
の
性
格
を
強
く
持
た
せ
る
よ
う
細
か
い
標
準
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
都
市
地
域
で
の
墓
地
不
足
は
恒
常
的
な
問
題
と

な
っ
て
い
る
。
墓
地
面
積
の
制
限
、
高
騰
に
よ
り
一
区
画
石
塔
一
基
建
立
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
石
碑
銘
も
．
○
○
家
先
祖
代

々
之
碑
」
な
ど
と
刻
永
、
家
と
し
て
集
合
化
さ
れ
た
物
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

１

１

ト

ｌ

ｌ

ｌ

ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｊ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｂ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｒ

ｌ

Ｉ

１

孝
本
貢
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ま
た
、
明
治
国
家
体
制
下
に
お
い
て
は
明
治
初
期
の
神
道
国
教
化
政
策
と
そ
の
混
乱
の
な
か
で
、
葬
祭
を
め
ぐ
っ
て
の
混
乱
が
し
ば
し
ば
生
じ

た
。
明
治
六
年
に
は
神
葬
祭
と
か
ら
ん
で
火
葬
禁
止
令
が
だ
さ
れ
、
明
治
八
年
に
は
そ
れ
が
解
禁
さ
れ
た
。
そ
し
て
京
都
府
の
例
で
は
同
年
「
市

街
区
域
内
寺
院
等
二
有
之
従
前
之
墓
地
自
今
埋
葬
禁
止
候
事
但
火
葬
遺
骸
之
分
ニ
限
り
埋
葬
不
苦
候
事
」
と
い
う
布
達
が
だ
さ
れ
て
お
り
、
都

（
１
人
）

市
域
に
お
い
て
火
葬
の
普
及
に
拍
車
を
加
え
た
。
ま
た
、
火
葬
は
伝
染
病
な
ど
に
た
い
し
て
は
義
務
付
け
ら
れ
た
。
葬
祭
、
墓
地
に
か
ん
し
て
は

（
２
）

ま
ず
衛
生
上
の
見
地
よ
り
取
り
扱
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
墓
は
天
皇
行
幸
の
時
な
ど
は
不
浄
な
も
の
と
し
て
被
い
隠
さ
れ
た
。
こ
れ
は
後
に
お
い
て

も
死
骸
を
取
り
扱
う
僧
侶
は
不
浄
な
者
と
し
て
御
大
典
儀
礼
へ
の
参
加
が
差
止
め
ら
れ
た
例
な
ど
も
み
ら
れ
、
民
間
信
仰
の
観
念
を
国
家
神
道
化

（
Ｑ
Ｕ
）

政
策
の
な
か
で
利
用
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
伏
見
戦
争
以
降
の
戦
死
者
は
「
国
事
の
為
に
身
を
凶
」
し
た
も
の
と
し
て
京
都
東
山
招

魂
社
、
東
京
招
魂
社
、
靖
国
神
社
へ
変
化
し
な
が
ら
も
「
護
国
の
神
」
と
し
て
天
皇
が
祭
祀
者
と
な
り
、
顕
彰
、
慰
霊
が
な
さ
れ
た
。
戦
死
者
の

墓
も
一
般
の
墓
と
は
区
別
さ
れ
、
特
別
に
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

以
上
の
よ
う
に
近
代
以
降
に
お
い
て
も
墓
、
墓
地
は
国
家
に
よ
り
制
度
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
一
定
の
方
向
性
を
持
つ
も

の
と
し
て
意
味
付
け
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
墓
地
、
墓
は
村
、
町
と
い
っ
た
共
同
性
を
持
っ
た
地
域
社
会
、
さ
ら
に
は
同
族
な
ど
か
ら
の
社
会
的

規
制
の
も
と
で
維
持
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
墓
の
配
置
、
埋
葬
者
、
儀
礼
な
ど
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
の
共
同
規
制
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
集
団
の

境
界
性
と
階
統
制
を
象
徴
化
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
集
団
内
の
階
層
性
を
秩
序
だ
て
る
機
能
も
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
宗
教
的
規
制

と
し
て
は
宗
派
、
個
別
の
寺
院
に
よ
る
規
制
も
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
個
々
の
家
に
お
い
て
も
子
供
の
墓
は
小
さ
い
石
を
置
く
だ
け
で
あ
る
の
が
殆

ど
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
家
成
員
の
位
置
に
よ
り
そ
の
祭
祀
形
態
は
異
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
う
す
る
と
墓
、
墓
地
は
個
々
の
家
族
の
物
故
者
の
埋
葬
、
埋
蔵
施
設
と
し
て
の
承
で
は
な
く
、
歴
史
的
、
社
会
的
状
況
の
な
か
で
、
構
成
的

意
味
付
け
を
な
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

２
現
代
家
族
変
動
と
墓

墓
と
家
族
と
い
う
テ
ー
マ
に
社
会
学
か
ら
迫
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
家
族
変
動
と
墓
の
変
容
の
相
関
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
代

－38－



日
本
に
お
け
る
家
族
変
動
と
は
直
系
家
族
制
か
ら
夫
婦
家
族
制
へ
の
変
容
と
捉
え
る
こ
と
が
ま
ず
で
き
る
。
こ
れ
は
居
住
規
制
を
基
軸
に
し
て
捉

え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
制
度
的
に
示
し
て
い
る
も
の
が
現
行
民
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
民
法
第
八
九
七
条
に
お
い
て
「
系
譜
、
祭
具
及

び
墳
墓
の
所
有
権
は
：
．
…
慣
習
に
従
っ
て
祖
先
の
祭
祀
を
主
宰
す
べ
き
者
が
こ
れ
を
承
継
す
る
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
条
項
は
均
分
相
続

を
原
則
に
し
て
い
る
相
続
条
項
と
著
し
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
旧
民
法
第
九
八
七
条
に
お
け
る
そ
の
継
承
が
戸
主
の
特
権
条
項
を
ひ

き
ず
っ
て
い
る
性
格
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
祭
祀
財
産
を
め
ぐ
っ
て
の
紛
争
は
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。

そ
れ
は
現
代
家
族
の
変
動
と
連
動
し
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
・
職
業
的
な
帰
属
的
地
位
の
継
承
、
親
族
組
織
へ
の
所
属
の
継
承
、
財
産
の
継

承
、
祭
祀
の
継
承
、
家
族
文
化
の
継
承
の
諸
側
面
に
お
い
て
、
帰
属
的
地
位
か
ら
業
績
的
地
位
へ
、
系
譜
的
所
属
か
ら
夫
婦
双
系
的
所
属
へ
、
後

継
ぎ
の
独
占
的
あ
る
い
は
優
先
的
相
続
か
ら
均
分
相
続
へ
、
後
継
ぎ
が
業
務
と
し
て
先
祖
祭
祀
を
継
承
す
べ
き
も
の
か
ら
状
況
的
継
承
へ
、
家
族

文
化
に
関
し
て
は
継
承
性
か
ら
新
た
に
夫
婦
で
造
り
だ
さ
れ
る
も
の
へ
の
変
容
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
世
論
調
査
な
ど
で
表
わ
れ
て
い

る
墓
参
率
の
高
さ
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
調
査
項
目
で
は
お
お
む
ね
夫
婦
家
族
制
の
特
質
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
異
質
で
あ
り
、
か
つ
抜
き
ん

で
た
数
値
を
示
し
て
い
る
の
が
先
祖
祭
祀
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
産
業
化
、
都
市
化
に
よ
り
生
活
実
態
と
し
て
の
家
産
に
基
づ
く
家
業

経
営
の
単
位
と
し
て
の
家
に
掘
り
崩
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
家
は
一
方
で
は
祭
祀
集
団
と
し
て
の
側
面
も
も
っ
て
い
る
。
竹
田
聴
州
が
明
ら
か
に
し

た
よ
う
に
家
は
そ
の
永
続
の
た
め
に
宗
教
性
を
内
在
し
そ
れ
は
「
祖
先
崇
拝
の
座
」
で
あ
る
と
述
べ
、
始
源
と
し
て
の
始
祖
が
絶
対
的
価
値
を
有

（
４
）

す
る
と
い
う
側
面
と
と
も
に
、
ま
た
ひ
と
つ
に
は
家
族
員
に
た
い
す
る
葬
祭
を
担
う
も
の
で
も
あ
る
。
前
者
は
家
と
最
も
適
合
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
後
者
は
現
代
家
族
に
お
い
て
も
当
該
家
族
員
の
死
に
遭
遇
し
、
そ
の
祭
祀
の
担
い
て
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
も
の
と
捉

え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
今
日
の
先
祖
祭
祀
が
近
親
者
の
死
者
供
養
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な

い
。
た
と
え
ば
、
都
市
に
新
た
に
は
を
創
設
し
た
ぱ
あ
い
、
故
郷
か
ら
当
該
家
族
で
祭
祀
す
べ
き
被
祭
祀
者
を
移
葬
し
て
い
る
事
例
が
少
な
か
ら

ず
ゑ
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
族
の
始
祖
の
祭
と
一
族
会
が
営
ま
れ
て
い
る
場
合
も
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
伝
統
的
家
先
祖
祭
祀
の
継
承
、
あ
る
い

は
、
今
日
的
な
ひ
と
つ
の
姿
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
昔

近
年
マ
ス
「
一
ミ
な
ど
で
墓
地
・
墓
に
関
す
る
特
集
が
組
ま
れ
る
こ
と
が
年
に
数
回
承
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
墓
地
不
足
の
問
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題
に
限
ら
ず
、
墓
の
継
承
、
祭
祀
の
あ
り
か
た
な
ど
を
め
ぐ
る
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
伝
統
的
祭
祀
形
態
が
家
族
の
急
激
な
変
動
の
な

か
で
矛
盾
の
顕
在
化
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、
産
業
化
、
都
市
化
の
波
に
み
ま
わ
れ
家
族
が
変
動
を
余
儀
無

く
さ
れ
た
帰
結
と
し
て
表
出
し
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
挙
家
離
村
と
か
祭
祀
の
担
い
手
が
都
市
に
移
動
し
、
墓
が
遠
距
離
に
な

り
、
祭
祀
の
継
続
が
困
難
に
な
り
、
止
む
を
え
ず
移
動
先
の
都
市
に
墓
を
新
た
に
設
け
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
度
な
移
動
社
会
に
成

る
こ
と
に
よ
り
墓
の
継
承
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
承
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
東
京
都
営
霊
園
の
場
合
、
昭
和
五
十
六
年
か
ら
六
十
一
年
の
間

に
無
縁
墓
と
し
て
約
一
二
○
○
基
の
墓
が
処
分
さ
れ
、
さ
ら
に
、
約
一
四
○
○
基
が
祭
祀
継
承
者
不
明
で
無
縁
墓
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
伝
統

的
社
会
に
お
い
て
は
共
同
体
が
そ
れ
ら
を
引
き
継
い
で
祭
祀
を
維
持
し
て
い
く
側
面
が
あ
っ
た
が
、
同
族
と
か
村
と
い
っ
た
共
同
性
の
崩
壊
に

よ
り
そ
れ
は
失
わ
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
公
営
墓
地
の
抱
え
て
い
る
お
お
き
な
問
題
で
あ
る
。

第
二
番
目
に
は
家
族
そ
れ
自
体
の
構
造
変
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
婦
人
公
論
』
（
一
九
八
六
年
六
月
号
）
に
お

い
て
福
本
英
子
の
調
査
報
告
「
あ
な
た
お
墓
を
ど
う
し
ま
す
か
？
」
に
お
い
て
嫁
ぎ
先
の
夫
の
家
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
く
な
く
、
新
た
に
夫
婦
の
墓

を
設
け
る
か
、
さ
ら
に
は
、
生
家
の
墓
に
入
り
た
い
な
ど
の
意
識
が
女
性
の
な
か
に
芽
生
え
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
嫁
ぎ
先

の
家
と
は
離
れ
て
生
活
を
営
ん
で
き
た
と
か
、
夫
方
の
家
と
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
と
か
、
夫
婦
間
の
葛
藤
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
核
家
族
化
に
よ
り
世
代
間
の
隔
絶
、
分
離
が
進
承
、
世
代
的
連
続
の
意
識
、
生
活
構
造
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
推
し

進
承
、
そ
の
帰
結
と
し
て
こ
の
よ
う
な
現
象
が
表
面
化
し
て
い
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
家
の
継
承
意
識
に
替
わ
っ
て
、
夫
婦
を
構
成
原
理
と
し

た
現
行
民
法
の
理
念
が
先
祖
祭
祀
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
定
着
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
も
受
け
取
れ
よ
う
。
し
か
し
、
一
方
で

は
子
供
が
一
人
つ
こ
同
志
の
婚
姻
の
場
合
、
墓
に
夫
方
、
妻
方
の
姓
を
刻
承
「
先
祖
代
左
之
墓
」
と
し
て
い
る
事
例
も
窺
え
る
よ
う
に
、
祭
祀
の

永
続
の
た
め
に
伝
統
的
規
範
に
捕
ら
わ
れ
な
い
も
の
も
表
れ
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
祭
祀
の
永
続
を
図
る
た
め
に
後
継
ぎ
が
必

ず
継
承
す
る
の
で
は
な
く
、
親
と
同
居
し
て
い
る
か
、
近
く
に
住
ん
で
い
る
も
の
が
祭
祀
継
承
者
と
な
っ
て
い
る
の
も
多
く
見
ら
れ
る
。

次
ぎ
に
宗
教
的
側
面
で
の
変
動
が
先
祖
祭
祀
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
も
挙
げ
ら
れ
る
。
近
世
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
は
寺
請
制
度
に
よ
っ
て
寺

檀
関
係
は
一
応
固
定
さ
れ
て
い
た
が
、
近
代
以
降
信
教
の
自
由
が
公
認
さ
れ
、
寺
檀
関
係
か
ら
解
き
放
た
れ
た
。
産
業
化
の
進
展
に
よ
っ
て
宗
教
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浮
動
人
口
が
生
ま
れ
る
と
と
も
に
謡
宗
教
の
私
事
化
が
生
じ
て
き
た
。
そ
れ
は
新
宗
教
の
草
刈
場
と
も
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
社
会
構
造
の
変
動
に
よ
っ
て
、
ま
た
家
族
そ
れ
自
身
の
変
容
、
さ
ら
に
は
、
宗
教
的
世
界
の
変
動
に
よ
っ
て
伝
統
的
先
祖
祭
祀

に
基
づ
く
墓
で
の
祭
祀
実
修
も
変
動
し
て
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
活
実
態
と
し
て
の
家
が
崩
壊
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
強

く
「
○
○
家
先
祖
代
々
之
墓
」
が
ゑ
ら
れ
る
こ
と
は
、
家
か
ら
の
説
明
で
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
仏

壇
、
墓
で
の
葬
祭
儀
礼
を
結
節
点
と
し
て
親
類
縁
者
が
参
集
し
、
そ
こ
で
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
の
確
認
を
も
た
ら
す
機
能
を
、
孤
立
、
分

散
化
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
よ
り
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
自
己
の
存
立
根
拠
を
他
者
と
の
相
互
依
存
の
中
で
み
て
い
く
人

間
観
が
基
層
に
存
在
し
、
先
祖
と
は
自
己
を
、
時
系
列
的
に
過
去
の
他
者
と
の
係
わ
り
で
社
会
的
に
根
拠
づ
け
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

精
神
的
拠
点
を
先
祖
と
の
係
わ
り
で
求
め
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
人
間
観
（
浜
口
恵
俊
に
よ
れ
ば
間
人

主
義
）
を
内
包
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
持
続
さ
れ
る
と
考
え
う
る
。
ま
た
ひ
と
つ
に
は
死
後
観
と
し
て
子
孫
に
よ
っ
て
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
死

後
安
定
し
た
世
界
が
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
観
念
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
う
る
。
柳
田
国
男
が
『
明
治
大
正
史
ｌ
世
相
編
』
に
お
い
て
「
我

為
の
祖
霊
が
血
す
じ
の
子
孫
か
ら
の
供
養
を
期
待
し
て
居
た
や
う
に
、
以
前
は
活
き
た
我
々
も
其
事
を
当
然
の
権
利
と
思
っ
て
居
た
。
死
ん
で
自

分
の
血
を
分
け
た
者
か
ら
祭
ら
れ
ね
ば
、
死
後
の
幸
福
は
得
ら
れ
な
い
と
い
ふ
考
へ
方
が
、
何
時
の
昔
か
ら
と
も
無
く
我
女
の
親
達
に
抱
か
れ
て

ゐ
た
。
家
の
永
続
を
希
ふ
心
も
、
何
時
か
は
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
あ
の
世
の
平
和
の
た
め
に
、
是
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
（
二

一
○
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
家
の
統
合
の
た
め
に
先
祖
が
精
神
的
中
枢
を
構
成
し
て
い
た
側
面
と
と
も
に
、
子
孫
に
と
っ
て
は
祭
祀
の
永

続
に
よ
っ
て
自
ら
も
安
定
し
う
る
と
観
念
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
老
人
の
同
居
志
向
は
強
く
、
し
か
も
老
人
の
同
居
を
含
む
拡
大

家
族
は
崩
壊
ど
こ
ろ
か
増
加
し
、
昭
和
五
○
年
で
は
七
十
四
・
二
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
原
田
尚
は
い
わ
ゆ
る
核
家
族
率
は
「
親
の

年
齢
が
比
較
的
低
く
健
康
で
、
夫
婦
に
欠
損
の
な
い
直
系
家
族
で
は
、
勤
め
の
関
係
か
ら
例
え
ば
夫
婦
・
子
及
び
両
親
か
ら
な
る
拡
大
家
族
世
帯

が
、
夫
婦
・
子
の
核
家
族
世
帯
と
両
親
の
核
家
族
世
帯
と
に
分
か
れ
、
一
時
的
に
別
居
形
態
を
と
り
拡
大
家
族
世
帯
で
は
な
く
な
る
ケ
ー
ス
が
急

（
５
）

増
し
て
い
る
」
結
果
で
あ
る
と
み
な
し
、
「
修
正
直
系
家
族
の
一
形
態
と
し
て
の
一
時
的
別
居
型
の
仮
説
」
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
日
本

に
お
け
る
社
会
保
障
の
あ
り
か
た
、
人
間
関
係
の
特
質
と
し
て
近
親
者
へ
の
依
存
が
高
い
こ
と
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
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墓
と
家
族
変
動
と
の
相
関
関
係
に
関
す
る
実
証
的
研
究
は
非
常
に
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
た
、
家
族
社
会
学
に
お
け
る
現
代
家
族
論
で

欠
落
し
て
い
る
側
面
で
も
あ
る
。
家
屋
に
次
ぐ
高
価
な
投
資
で
あ
る
墓
を
生
前
に
寿
墓
と
し
て
用
意
し
た
り
、
故
郷
か
ら
移
動
し
た
り
、
祭
祀
の

永
続
の
た
め
に
子
供
夫
婦
の
双
方
の
親
の
姓
を
墓
に
刻
ん
だ
り
し
て
、
努
力
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
墓
の
実
態
と
、
そ
こ
で
の
祭

祀
実
修
、
ま
た
、
墓
を
持
た
な
い
家
族
の
場
合
の
親
、
先
祖
へ
の
祭
祀
の
実
態
な
ど
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
点
が
明
ら

か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
家
族
の
内
包
す
る
世
界
観
に
せ
ま
る
こ
と
が
で
き
、
日
本
に
お
け
る
家
族
の
変
動
の
特
質
が
よ
り
内
実
の
あ
る

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

が
ら
、
家
の
物
的
基
盤
を
剥
ぎ
取
ら
れ
た
う
室

定
性
を
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

の
な
か
に
墓
を
ま
も
る
と
い
う
要
因
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
仏
壇
が
祭
祀
者
の
移
動
に
よ
っ
て
容
易
に
移
動
が
可
能
な
の
に
た
い
し
、
墓
は

分
骨
も
移
動
も
困
難
性
を
伴
う
。
そ
こ
で
老
人
が
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
墓
を
守
り
、
祭
祀
継
承
者
を
呼
び
戻
す
か
、
墓
を
移
動
し
て
、
祭
祀
の
永
続
を

図
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
墓
を
め
ぐ
っ
て
の
祭
祀
希
求
が
家
族
変
動
を
抑
止
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
世
論
調
査
な
ど
で
も
墓
を
維
持
す
る
志
向
が
異
常
に
高
い
こ
と
な
ど
か
ら
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
家
の
物
的
基
盤
を
剥
ぎ
取
ら
れ
た
う
え
に
、
社
会
的
移
動
の
恒
常
化
は
そ
れ
を
も
凌
駕
し
、
墓
を
め
ぐ
っ
て
の
祭
祀
の
祭
祀
継
承
は
不
安

言重言aT註
レゼシーー

浅
香
勝
輔
・
八
木
沢
壮
一
著
『
火
葬
場
』
、
大
明
堂
、
昭
和
五
十
八
年

宮
田
登
「
天
皇
信
仰
に
承
る
カ
リ
ス
ご
、
『
現
代
宗
教
ｌ
特
集
カ
リ
ス
こ
、
春
秋
社
、
昭
和
五
十
四
年

孝
本
貢
「
思
想
国
難
と
神
社
」
、
下
出
積
與
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
』
、
大
蔵
出
版
社
、
昭
和
五
十
三
年

竹
田
聴
州
『
日
本
人
の
「
家
」
と
宗
教
』
、
評
論
社
、
昭
和
五
十
三
年

原
田
尚
「
家
族
形
態
の
変
動
と
老
人
同
居
扶
養
」
、
『
社
会
学
評
論
』
二
三
、
昭
和
五
十
三
年

（
明
治
大
学
・
社
会
学
）

－42－


