
墓
地
、
人
間
の
遺
体
あ
る
い
は
遺
骨
を
葬
っ
た
場
所
が
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
場
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
全
く
異
な
っ
た
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
死
稜
に
よ
る
不
浄
の
場
と
し
て
の
墓
地
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
祭
祀
あ
る
い
は
供
養
の
場
と
し
て
の
墓
地
で
あ
る
。

さ
て
、
柳
田
國
男
は
「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」
（
『
定
本
柳
田
國
男
集
第

一
五
巻
』
所
収
）
の
な
か
で
、
「
墓
地
に
は
斯
の
如
く
、
も
と
二
つ
の
種
類

が
あ
っ
て
、
仮
に
区
別
の
名
を
設
け
る
と
す
れ
ば
一
方
を
葬
地
、
他
の
一
方

を
祭
地
と
で
も
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
…
…
」
と
し
て
い
る
。
こ
の

柳
田
の
「
墓
地
の
二
つ
の
種
類
」
と
い
う
発
想
は
い
わ
ゆ
る
「
両
墓
制
」
の

習
俗
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
柳
田
の
「
祭
地
」
と
し
て
の
八
墓
地
Ｖ
と

い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
詣
り
墓
」
と
か
「
石
塔
墓
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い

る
、
遺
体
や
遺
骨
の
な
い
八
墓
地
Ｖ
の
こ
と
で
あ
る
。
柳
田
の
理
論
枠
組
か

ら
す
る
れ
ぱ
、
日
本
人
が
仏
教
を
受
容
す
る
以
前
の
段
階
に
お
い
て
は
人
を

葬
る
場
所
と
そ
の
霊
を
祀
る
場
所
は
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
墓
地
Ｉ
埋
葬
地
は
死
稜
の
観
念
と
結
び
つ
い
た
場
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
、
墓
地
が
祭
祀
供
養
の
場
と
し
て
現
わ
て
く
る
の
は
、
新

〔
学
界
展
望
〕

〈
墓
〉
と
屋
敷
地

■■■■■■■■■■

森
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し
い
現
象
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
柳
田
も
「
屋
敷
墓
」
に
つ
い
て
は
一
種

の
と
ま
ど
い
を
見
せ
て
い
る
。
柳
田
の
「
屋
敷
墓
」
に
つ
い
て
の
記
述
の
要

旨
は
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
屋
敷
と
接
近
し
た
控
え
の
地
の
片
隅
な

ど
に
先
祖
代
々
の
石
塔
を
建
て
て
い
る
例
は
、
関
東
奥
羽
の
村
々
、
南
九
州

の
村
女
に
見
ら
れ
る
こ
と
。
②
死
稜
を
忌
承
恐
れ
た
古
来
の
気
風
か
ら
す
る

と
解
し
難
い
事
例
で
あ
る
が
、
分
布
領
域
の
広
さ
か
ら
考
え
て
も
こ
れ
を
例

外
と
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
③
こ
の
由
来
が
わ
か
ら
な
い
以
上
、
こ
れ
も

ま
た
仏
教
受
容
以
前
の
固
有
の
習
俗
と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
柳
田

は
「
屋
敷
墓
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
稜
の
観
念
と
結
び
つ
か

な
い
墓
地
Ｉ
屋
敷
墓
の
存
在
を
認
め
て
い
た
が
、
柳
田
及
び
そ
の
後
継
者
た

ち
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
深
く
関
わ
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
よ
う
に
思
え

る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
が
高
取
正
男
で
あ
る
。
高
取
正
男

は
「
屋
敷
付
属
の
墓
地
ｌ
死
の
忌
承
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成

第
五
巻
墓
の
歴
史
』
所
収
）
の
な
か
で
、
「
屋
敷
付
属
の
墓
地
の
例
が
か

な
り
の
分
布
を
示
す
の
に
、
こ
れ
を
理
解
を
絶
す
る
現
象
と
し
た
の
は
、
死

稜
を
忌
む
古
来
の
気
風
に
反
す
る
と
承
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
柳
田
國
男

は
こ
れ
を
気
に
か
け
て
い
た
か
し
れ
な
い
が
、
結
局
最
後
ま
で
不
問
に
付
し

て
き
た
。
そ
の
後
の
研
究
者
も
大
な
り
小
な
り
こ
の
態
度
を
継
承
し
た
」
と

批
判
す
る
。
そ
し
て
、
高
取
は
、
「
葬
制
と
い
え
ば
た
だ
ち
に
死
稜
の
忌
承

と
だ
け
考
え
、
一
つ
の
原
理
に
依
拠
す
る
だ
け
で
は
、
先
に
進
め
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
し
、
「
死
稜
を
忌
む
習
俗
は
全
国
一
様
で
は
な

い
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

墓
地
を
死
穣
の
観
念
だ
け
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
東
北

や
九
州
で
見
ら
れ
る
「
墓
前
祭
」
の
習
俗
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。
秋
田
県
の
田
沢
湖
周
辺
の
地
域
で
は
八
月
一
三
日
か
一
四
日
に
は
同
族

の
人
々
が
集
ま
っ
て
「
墓
前
祭
」
を
行
う
。
藤
田
秀
司
氏
は
こ
れ
を
ヌ
カ

イ
ワ
イ
（
墓
祝
い
）
」
と
し
て
報
告
し
て
い
る
が
（
『
秋
田
の
食
事
』
所
収
）
、

私
た
ち
の
調
査
で
は
こ
の
こ
と
ば
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一

九
八
七
年
八
月
一
三
日
、
田
沢
湖
町
刺
巻
で
こ
の
「
墓
前
祭
」
を
見
学
す
る

機
会
が
あ
っ
た
。
一
升
瓶
の
酒
を
埋
葬
し
た
地
に
撒
き
、
重
箱
の
料
理
を
墓

前
に
備
え
た
後
、
墓
前
に
蓮
を
敷
き
集
ま
っ
て
来
た
人
々
が
ま
る
で
「
花

見
」
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
飲
食
を
す
る
光
景
を
見
て
い
る
と
、
墓
地
は
生

者
と
死
者
が
交
流
す
る
「
聖
な
る
空
間
」
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
（
こ
の
点

に
つ
い
て
は
「
田
沢
の
民
俗
と
社
会
」
『
創
造
（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期
大

学
）
』
一
七
号
を
参
照
）
。
九
州
の
事
例
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

阿
蘇
地
方
で
は
八
月
七
日
の
午
前
中
に
墓
掃
除
を
し
て
そ
の
後
に
村
の
人
々

が
墓
地
に
集
ま
っ
て
祭
祀
を
行
う
と
い
う
（
『
九
州
の
葬
送
・
墓
制
』
所
収
）
。

こ
の
祭
祀
を
「
先
祖
祭
り
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
「
先
祖
祭
り
」
が
秋
田

の
「
墓
前
祭
」
の
よ
う
に
飲
食
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
か
ら
は
墓
前
に
お
け
る
飲
食
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
「
墓
前
祭
」
の
習
俗
を
見
た
だ
け
で

も
、
墓
地
を
死
稜
に
よ
る
不
浄
の
場
と
し
て
か
た
ず
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
両
墓
制
」
習
俗
の
な
か
で
し
ば
し
ば

報
告
さ
れ
て
い
る
、
墓
地
Ｉ
「
埋
め
墓
」
に
埋
葬
す
る
と
そ
こ
に
二
度
と
詣

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
習
俗
と
は
顕
著
な
対
立
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
と
き
、
高
取
正
男
の
「
死
稜
を
忌
む
習
俗
は
全
国

一
様
で
は
な
い
」
と
い
う
見
解
は
き
わ
め
て
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
高
取
は
人
間
の
死
に
た
い
す
る
畏
怖
の
念
に
つ
い
て
は
、
．
貫

し
て
人
間
存
在
の
根
元
的
な
部
分
に
か
か
わ
る
意
識
」
と
し
て
い
る
。
問
題

は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
く
る
か
で
あ
り
、
そ
の
差
異
を
問
題
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

死
の
忌
象
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
と
い
う
問
題
は
、
墓
地
を
ど
の

よ
う
な
場
所
に
設
け
て
い
た
か
と
い
う
問
題
と
も
関
係
す
る
。
死
稜
の
忌
を

段
強
く
意
識
し
て
い
た
地
域
に
お
い
て
は
、
墓
地
は
ム
ラ
の
周
縁
、
ム
ラ
の

境
界
あ
る
い
は
そ
の
外
側
に
設
け
る
場
合
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
う
で
は
な

い
地
域
に
お
い
て
は
、
墓
地
を
耕
作
地
の
な
か
に
設
け
た
り
、
屋
敷
地
内
あ

る
い
は
そ
れ
と
隣
接
し
た
地
に
設
け
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
耕
作
地

内
に
設
け
ら
れ
た
墓
地
や
屋
敷
内
あ
る
い
は
そ
れ
に
隣
接
し
た
墓
地
は
、
明

治
初
年
の
墓
埋
法
制
の
影
響
に
よ
っ
て
ム
ラ
の
共
同
墓
地
に
ま
と
め
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
伝
承
は
数
多
く
聞
く
こ
と
が
で
き

る
。
た
と
え
ば
、
『
日
本
民
俗
地
図
』
に
お
い
て
も
、
青
森
県
胡
桃
館
で
は

「
以
前
は
屋
敷
内
に
一
隅
に
墓
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
共
同
墓
地
が
で
き

た
」
と
か
、
岩
手
県
本
寺
で
は
「
墓
地
は
昔
は
屋
敷
に
近
い
南
向
き
の
土
地

に
あ
っ
た
が
、
明
治
一
四
年
に
公
葬
地
が
で
き
て
か
ら
は
公
葬
地
に
葬
る
よ

う
に
な
っ
た
」
と
か
、
宮
城
県
日
向
要
害
で
は
「
明
治
の
始
め
ご
ろ
ま
で
は

ど
こ
の
家
に
も
家
か
ら
三
○
間
は
な
れ
た
所
に
墓
地
が
あ
り
、
そ
こ
に
埋
葬

一
一

し
て
碑
を
建
て
て
い
た
。
明
治
三
○
年
ご
ろ
に
共
同
墓
地
が
で
き
、
強
制
的

で
あ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
全
部
自
分
の
家
の
墓
地
か
ら
共
同
墓
地
に

移
し
た
。
し
か
し
、
夜
中
に
こ
っ
そ
り
墓
を
掘
り
か
え
し
て
、
ま
た
自
分
の

家
の
墓
地
所
に
移
し
た
り
、
共
同
墓
地
と
自
分
の
家
の
墓
所
に
同
じ
碑
を
立

て
る
家
も
あ
っ
た
。
な
ど
の
報
告
が
あ
る
。
ま
た
秋
田
県
雄
和
町
相
川
の
伊

藤
五
右
衛
門
家
も
墓
地
は
屋
敷
裏
に
あ
っ
た
が
、
大
正
二
年
警
察
の
指
導
に

よ
っ
て
ム
ラ
の
共
同
墓
地
へ
移
轄
し
た
。
ム
ラ
の
共
同
墓
地
で
は
、
本
家
格

の
家
の
集
ま
っ
て
く
じ
引
き
で
場
所
を
選
択
し
て
、
分
家
の
数
に
応
じ
て
墓

地
を
分
割
し
た
。
明
治
五
年
に
は
耕
地
畦
に
埋
葬
す
る
こ
と
が
禁
止
（
大
蔵

省
通
達
第
二
八
号
）
さ
れ
た
こ
と
も
含
め
て
、
明
治
一
七
年
の
「
墓
地
埋

葬
取
締
規
則
」
に
基
づ
く
墓
地
に
た
い
し
て
の
法
的
規
制
が
、
耕
地
畦
の
な

か
の
墓
地
お
よ
び
屋
敷
墓
の
習
俗
を
衰
退
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
（
屋
敷
墓
に
つ
い
て
は
公
衆
衛
生
に
関
す
る
政
策
の
影
響
が
大
き

い
）

さ
て
、
直
江
広
治
氏
は
『
屋
敷
神
の
研
究
』
の
な
か
で
「
屋
敷
神
と
墓
第
」

の
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
直
江
氏
は
「
屋
敷
神
を
、
開
発
先
祖
の
墓

或
い
は
古
墓
と
結
び
付
け
て
説
く
伝
承
が
、
広
く
各
地
に
分
布
し
て
い
る
こ

と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
各
地
の
事
例
に
つ
い
て
報
告
を
し
て

い
る
。
も
っ
と
も
直
江
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
古
墓
の
伝
承
を
も
つ
屋

敷
神
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
定

か
で
は
な
い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
屋
敷
神
の
伝
承
を
い
わ
ゆ
る
「
両
墓
制
」

で
い
わ
れ
る
「
詣
り
墓
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
直
江
氏
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
秋
田
県
由
利
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郡
大
内
町
で
は
「
仏
立
て
場
と
称
す
る
先
祖
（
初
代
）
を
埋
葬
し
た
墓
地
」

が
あ
り
、
家
に
よ
れ
ば
こ
の
「
仏
立
て
場
」
を
屋
敷
地
内
に
設
け
、
先
祖

（
初
代
）
だ
け
を
そ
こ
に
埋
葬
し
、
そ
れ
以
降
の
先
祖
は
同
族
の
共
同
墓
地

に
埋
葬
す
る
と
い
う
（
嶋
田
忠
一
氏
談
）
。
こ
の
「
仏
立
て
場
」
は
屋
敷
神

で
は
な
く
、
屋
敷
墓
は
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
先
祖
（
初
代
）
だ
け
を
屋
敷

地
内
に
埋
葬
す
る
と
い
う
点
で
は
、
開
発
先
祖
と
結
び
付
け
ら
れ
た
屋
敷
神

の
伝
承
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
高
取
氏
も
こ
の
問
題
に
言
及

し
て
、
直
江
氏
の
論
じ
た
若
宮
信
仰
に
ふ
れ
な
が
ら
、
「
屋
敷
付
属
の
墓
地

の
も
つ
霊
異
力
は
、
忌
負
け
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
屋
敷
の
守
護
霊
的
機
能
を

も
発
揮
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
、
「
中
世
の
集
落
遺
跡
で
屋
敷

に
付
属
し
て
承
ら
れ
る
墓
地
に
は
、
そ
の
屋
敷
に
住
ん
だ
も
の
全
員
を
葬
っ

た
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
開
発
者
を
は
じ
め
、
特
定
の
霊
能
を
発
揮
す
る
も
の

だ
け
が
埋
葬
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
の
ち
に
若
宮
信
仰
と
し

て
結
ん
だ
屋
敷
神
の
出
現
の
素
地
は
、
始
め
は
こ
う
し
た
形
で
存
在
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
し
て
い
る
（
前
掲
）
。

い
ず
れ
に
し
て
も
。
屋
敷
墓
（
屋
敷
内
あ
る
い
は
そ
れ
に
隣
接
し
た
地
に

あ
る
墓
地
）
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
場
で
あ
っ
た
の
か
、
今
後
の
研
究

課
題
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
高
取
氏
の
い
う
よ
う
に
屋
敷
墓

が
屋
敷
の
守
護
霊
的
な
機
能
を
も
つ
場
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
聖
な
る
空

間
と
し
て
家
の
重
要
な
祭
祀
の
場
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
長
野
県
下
伊
那
郡

清
内
路
村
下
清
内
路
で
は
絶
家
に
な
っ
た
家
（
屋
敷
地
）
を
カ
ブ
ッ
ギ
を
す

る
場
合
に
は
当
然
に
そ
の
家
の
墓
も
引
き
継
ぐ
べ
き
．
も
の
だ
と
意
識
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
屋
敷
地
と
墓
地
が
一
体
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。

墓
地
と
屋
敷
地
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
屋
敷
地
の
な
か
に
墓
地
を
設

け
る
の
で
は
な
く
墓
地
自
体
を
屋
敷
地
と
し
て
見
立
て
る
習
俗
も
承
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
四
国
地
方
を
中
心
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
る
。
愛

媛
県
の
「
石
槌
山
村
や
西
条
市
新
浜
市
な
ど
で
も
、
墓
直
し
に
は
河
原
石
を

拾
っ
て
四
辺
を
縁
ど
り
、
土
盛
り
を
整
均
し
て
上
に
ミ
ョ
ウ
ド
ウ
を
置
く
。

周
桑
郡
小
松
町
の
墓
直
し
に
は
日
の
出
前
に
ミ
ョ
ウ
ド
ウ
を
据
え
四
隅
に
総

花
を
立
て
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
「
死
人
の
屋
敷
取
り
を
す
る
」
と
い
う
」
。

ま
た
、
高
知
県
で
も
ジ
モ
ラ
イ
と
呼
ば
れ
る
習
俗
が
あ
る
。
「
長
岡
郡
大
豊

町
上
桃
原
で
は
六
尺
四
方
の
四
隅
に
一
文
銭
を
一
枚
ず
つ
置
き
、
肉
親
が

「
こ
の
四
方
四
面
は
誰
々
の
墓
地
と
し
て
買
い
上
げ
ま
す
」
と
唱
え
て
い

た
。
高
岡
郡
仁
淀
村
大
植
で
は
、
糸
を
通
し
て
長
さ
三
尺
ぐ
ら
い
の
竹
に
吊

る
し
た
一
文
銭
を
四
隅
に
立
て
「
地
主
さ
ん
、
こ
こ
を
売
っ
て
つ
か
あ
さ
れ
」

と
い
っ
て
掘
り
は
じ
め
た
」
な
ど
の
報
告
が
あ
る
（
『
四
国
の
葬
送
・
墓
制
』

所
収
）
。
こ
の
よ
う
な
習
俗
は
埋
葬
地
を
死
者
の
「
屋
敷
地
」
と
し
て
確
保

す
る
と
い
う
考
え
の
現
れ
だ
ろ
う
。
ま
た
秋
田
県
で
も
「
屋
敷
ダ
ン
ゴ
」
あ

る
い
は
「
屋
敷
取
り
の
モ
チ
」
と
呼
ば
れ
る
習
俗
が
あ
る
。
田
沢
湖
周
辺
の

村
々
で
は
墓
地
で
の
埋
葬
が
終
わ
っ
た
後
、
墓
前
に
て
卯
木
や
竹
に
串
刺
し

た
ダ
ン
ゴ
状
の
モ
チ
を
右
手
に
も
っ
て
、
そ
の
串
か
ら
モ
チ
を
抜
き
左
手
で

左
脇
か
ら
後
方
に
向
か
っ
て
投
げ
る
。
そ
し
て
。
こ
の
モ
チ
は
で
き
る
だ
け

遠
く
に
投
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
遠
く
に
モ
チ
を
投
げ
る
と
、
今
度

生
ま
れ
変
わ
る
と
き
に
は
で
き
る
だ
け
広
い
屋
敷
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
榊
村
で
は
墓
地
で
の
埋
葬
か
ら
州
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っ
て
き
て
か
ら
「
ヤ
シ
キ
モ
チ
と
称
し
て
一
六
個
の
小
さ
な
供
え
餅
を
つ
く

り
、
う
つ
ぎ
の
柱
を
た
て
て
屋
敷
マ
ッ
リ
を
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
『
日

本
民
俗
地
図
』
）
。
秋
田
に
お
け
る
「
屋
敷
取
り
モ
チ
」
は
四
国
に
お
け
る

「
死
者
の
屋
敷
取
り
」
ほ
ど
そ
の
趣
旨
は
明
確
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
様
の

習
俗
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ

う
な
「
死
者
の
屋
敷
取
り
」
や
「
屋
敷
取
り
モ
チ
」
の
習
俗
が
屋
敷
墓
が
広

く
分
布
し
て
い
る
地
域
に
同
じ
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
を
し
て
い
い

だ
ろ
う
。

墓
地
に
た
い
し
て
人
々
が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
接
す
る
か
と
い
う
問
題

は
、
死
者
の
遺
体
や
遺
骨
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
で
接
す
る
か
と
い

う
問
題
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
き
わ
め
て
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
遺
体

や
遺
骨
を
尊
重
す
る
習
俗
と
遺
体
や
遺
骨
を
軽
視
す
る
習
俗
で
あ
る
。
「
両

墓
制
」
に
お
け
る
埋
め
墓
Ｉ
ス
テ
バ
カ
と
い
う
発
想
は
後
者
に
属
す
る
習
俗

で
あ
ろ
う
し
、
屋
敷
墓
の
習
俗
は
前
者
に
属
す
る
習
俗
の
一
つ
の
典
型
を
示

す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
高
取
正
男
は
「
民
俗
信
仰
の
根
幹
部
を
な
し
て

い
る
葬
送
儀
礼
や
死
者
供
養
の
習
俗
を
見
る
と
、
死
者
の
遺
骨
を
丁
重
に
扱

い
、
埋
葬
し
た
墓
所
を
子
々
孫
々
ま
で
明
瞭
に
記
憶
し
て
墓
前
の
祭
祀
を
続

け
る
風
と
、
反
対
に
個
人
の
以
外
に
対
す
る
関
心
が
薄
く
、
位
牌
そ
の
他
の

霊
魂
の
よ
り
し
ろ
を
対
象
に
す
る
祭
り
だ
け
を
重
視
す
る
風
が
混
在
し
て
い

る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
全
く
異
な
っ
た
習
俗
に
つ
い
て
、
高
取
は

「
米
作
り
を
通
じ
て
定
住
を
保
証
さ
れ
た
人
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は

な
い
人
た
ち
の
間
に
存
在
し
た
緊
張
関
係
が
、
葬
送
儀
礼
や
死
者
供
養
の
習

俗
に
微
妙
に
反
映
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
（
「
日

本
文
化
と
民
俗
学
」
『
高
取
正
男
著
作
集
２
』
所
収
）
。
こ
の
よ
う
な
習
俗
・
を

遺
体
尊
重
Ｉ
稲
作
民
・
遺
体
軽
視
Ｉ
非
稲
作
民
と
い
う
枠
組
ゑ
で
一
般
的
に

理
解
で
き
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
仮
説
で
は

あ
る
だ
ろ
う
。

（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
大
法
社
会
学
）
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