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葬
送
の

儀
礼
と

不
二

の

関
係
に

あ
る

も
の

、

こ

れ
は

言
う
ま

で

も
な

く
号
泣
の

風
習
で

あ
る

。

肉
親
の

死

に

遭
遇
し

て

号
泣
す
る

こ

と
は

当

然
の

こ

と
で

あ
り、

風

習
と

名
付
け
る

こ

と

は

誠
に

不

遜
な
る

こ

と

で

あ
ろ
う

が
、

そ
の

国
々

の

種
々

な
る

還
境
に

よ
っ

て

大
き

な

相
違
の

あ

る
こ

と

は

確
か

な

事
実
で

あ
る

。

　
欧
米
の

人

た

ち
の

中
に

は

喜
怒
哀
楽
の

表
現
を
率
直
に

表
す
人

も

あ

れ
ば

、

か

つ

て
の

日

本
男
子
の

如
く
「

悲
し

み
の

場
に

臨
ん

で

も
涙
を

流
さ

ず
」

と

言
う
が

如
き
立

場
を

と
る

人
も
あ
る

。

古
来
の

中

国
の

如

く
号
泣
の

礼
と

し
て

そ
の

場
に

臨
む

事
も
あ
っ

た
の

で

あ
る

。

か
か

る

風
習
は

簡
単
に

消
滅
す
る

も
の

で

は

な

く、

今
日
で

も

民
衆
の

問

に

深

く
残
さ

れ
て

い

る
。

　
こ

こ

で

先
ず
中

華
民
国

（

台

湾
）

に

お
い

て

の

場
合
を

中
心
と
し

て

号

泣
の

真
意
を

考
察
し

て

み

る

こ

と
に

す
る

。

こ

の

国
で

は

死
亡
し

た

　
　

駒
澤

大
學
佛
教
學
部
論
集
第
十
二

號
　
昭

和
五

十
六

年
十

月

時
や

納
棺
を

す
る

折
、

更
に

法
要
の

終
っ

た

あ
と

な
ど

、

必

ず
と

言
っ

て

よ

い

ほ

ど

号

泣
す
る

場
合
が

多
く

、

と

く
に

婦
人
の

間
に

激
し

い

の

が

常
で

あ
る

。

そ
の

泣
き
方
も
日

本
で

の

よ

う

な

す
x

り

泣
き
で

は

な

く
大
声
を
は

り

あ
げ
て

の

悲
哀
に

満
ち
た

泣
き
声
で

あ
る

。

こ

れ
は

肉

親
の

死

を

悲
し

む

当
然
の

仕
草
で

あ
ろ
う
が

、

わ

れ

わ

れ
が

見
て

い

る

と

そ
れ

だ

け
で

は

な

く
如
何
に

も

儀
礼
的
な
面
が

加

味
さ
れ

て

い

る

よ

う
に

考
え
ら
れ

る
。

昔
日

に

お
い

て

は

「

哭
路

頭
」

と

言
い

、

他
家
は

嫁
い

だ
死

者
の

子
女
は

、

親
の

死
を

聞
く
や
素
服
の

ま

ま
で

直
ち

に

訪

問
し

、

実
家
に

近
付
く

と
そ
の

途
中
よ

り

大
声
を

あ
げ
て

号
泣
し

な
が

ら

家
に

入
っ

た

の

で

あ
る
が

、

そ
の

泣
声
を
聞
い

た

家
族
の

人
た

ち

は

そ
の

悲
声
に

応
え
て

、

更
に

大
声
を

張
り

上
げ
て

泣
い

た

の

で

あ

っ

た
。

こ

の

よ

う

な

風
習
は

現
在
で

も
台
北
や

台
中

近

郊
の

農
村
部
に

今

尚
行
わ

れ
て

い

る
。

号
泣
し

な
が

ら

死
者
に

訴
え
る

哀
願
と

も
怒
り

と

も
似
つ

か

ぬ

泣
声
の

内
容
は

、

「

父
上
よ

、

あ
な
た
は

な

ぜ
私
た

ち

を

残
し

て

早
く
死

ん

で

し

ま
っ

た
の

か
、

あ
と

、

せ

め

て

六
、

七
年
ば
か

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

四
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仏
教
葬
送
事
物
の

発
展
比

較
考
　
そ
の

二

（

和
田

）

り

長

生

き
し

て

く

れ
た

な

ら
ば

、

私
た

ち

も
、

も
っ

と

大
き
く
な
っ

て

い

た

も
の

を
、

私
た

ち
、

小
さ
な

子

供
を
残
し
て

死
ん

で

行
っ

た

父

上

が

に

く

ら
し
い

。

何
と

く
や
し
い

こ

と

か
。

…

…
」

な
ど

と

悲
し

み
、

わ

め

き

な
が

ら

泣
く
の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な
言

葉
は

誰
か

が

教
え
る

わ

け
で

は

な
く

、

昔
か

ら
の

見
ま

ね

聞
き
ま

ね
よ

り

生
じ
た

と
こ

ろ
の

言
葉
で

あ
る

と

言

わ

れ
て

い

る

が
、

老
人
た

ち
の

話
に

よ

る

と
、

こ

の

よ

う

な
習

慣
も
徐
々

に

忘
れ
ら
れ
つ

玉

あ
る

と
の

こ

と
で

あ
る

。

　
か

か

る

号
泣
習

俗
の

バ

ッ

ク

に

は
、

そ

れ

を

支
え

る
べ

き
文
化
が
あ

り
、

そ
の

立
役
者
と

し

て

中
華
民
国
な
ど
で

は
一

般
大
衆
の

問
に

信
頼

の

厚
い

道
士
の

影
響
に

よ

る

も
の

と

考
え
ら

れ
る

。

（

道
士

に

は

一

般
に

二

種
類
あ
る

と
言
わ

れ
、

黒
道
士
・

赤
道
士
に

分
け

ら
れ
る

。

黒

道
士

は

葬
送
の

儀
式
を

司
ど

り
、

赤
道
士
は

道
祖
を

主
と
し

て

祭
る

。

道
士
は

世
間
か

ら
は
一

種
の

職
業
と

見
ら

れ
て

い

る
。

経
典
は

黒

道
士

の

場
合、

仏

教
の

僧
侶
の

場
合

と
か

な

り
似
通
っ

て

い

る
。

）

仏
教
の

僧
侶
た

ち

は

号
泣
に

対
し
て

反
対
の

立

場
を
と

り
、

し

ぜ
ん

の

悲
し

み
よ

り

生
ず
る

と
こ

ろ
の

号
泣
は

別
と

し

て
、

儀
礼
的
と

思
わ

れ
る

激
し

い

号

泣
は

「

死

者
の

浄
土
へ

の

妨
げ

な
り

」

と
し

て

敬
遠
し
て

い

る
。

周
囲
の

肉
親
た

ち
が

あ
ま

り

に

泣
く

と
、

死

者
が

心
残
り
の

た
め

安
心
し

て

浄
土
へ

行
く
こ

と

が

出
来
ぬ
と

言
う
の

で

あ
る

。

前

記
、

中
華
民
国
で

の

葬
送

号
泣
時
に

お

け
る

死
者

　
　
　
　
　
　
　
　
 

へ

の

対

話
形
式
は

、

壱
岐
や

対
馬
地
方
に

も

見
受
け
ら
れ

る
。

号

泣
は

悲
し

み
の

た

め

ば
か

り
で

な

く
霊
の

復
活

、

招
魂
の

た

め

に

も
行
わ
れ

た

し
、

儀
礼
的
に

は

人

倫
の

道
、

孝
養
の

意
と

し

て

も

す
す

ん

で

行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
四

四

　
　
　
　
　
　
　
　
 

れ
た

。

中

国
の

広
東
地

方
で

は
、

父
輝
の

死

に

臨
ん

で

孝
子
の

最
も
重

要
な
る

役
割
と
し

て
、

若
し

も
親
を
祀
る
べ

き
子

供
、

ま
た

は

継
承

す

べ

き
子
供
の

な
い

場
合
に

は
、

金

銭
を

出
費
し

て

ま

で

も

「

仮
孝
子
」

と

言
う

代
理

人

を
雇
い

、

買
水
や

出
棺
の

際
に

泣
い

て

貰
う
習

俗
が

あ

っ

た

と

言
わ

れ
、

そ
の

金
子
の

多
少
に

よ

っ

て

鼻
水
や

涙
を

流
す
時
間

の

長
短
の

あ
っ

た

こ

と
が

伝
え

ら

れ
て

い

る
。

号

泣
の

大
小、

長
短
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
せ

け
ん

て

い

当
時
の

孝
養

、

ま
た

は

葬
送

儀
礼
の

世
間
体
に

体
き

な
影

響
が

あ
っ

た

　
　
　
　
　
　
　
 

の

で

あ
る

。

韓
国
に

お

い

て

も

葬
送
に

お

い

て

「

ア

イ
ゴ

・

ア

イ
ゴ

」

と

号
泣
す
る

人
た

ち
の

列
の

長

き
こ

と
を

最
大
の

葬
儀
と
し

て

歓
迎

せ

　
　
　
　
　
　
　
　
 

ら

れ
た

の

で

あ
る

。

宋
夏
氏
に

よ

れ

ば
、

朝
鮮
の

家

庭
で

は

人
が

死

ぬ

と

皆
声
を

あ
げ
て

家
族
の

人
は

泣
く

と

言
う
。

中
に

は
、

お
つ

き
合
い

で

泣
く

人

も
い

る
。

そ
の

泣
き
方

も

「

ア

イ
ゴ

ー
・

ア

イ
ゴ

ー
」

「

エ

ゴ

ー
・

エ

ゴ

ー
」

と

泣
き

、

そ
の

他
の

者
は

、

「

ア

イ
・

ア

イ
」

と

泣

か

ね
ぽ

な
ら

ぬ
。

哭

婢
は

葬
式
の

時
、

婦
女

子
の

者
た

ち

が

埋
葬
地

ま

で

行
か

ぬ

た

め

そ
の

代
理
と

し
て

彼
女

等
が

参
列

す
る

が
、

徹
底
的
な

代
理

役
と
し

て
、

そ
の

泣
く
こ

と

ま
で

も

勤
め

な

け

れ
ば

な
ら

ぬ
と

語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

 

っ

て

い

る
。

わ

が

国

に

お

い

て

も
、

三

田

村
鳶
魚
の

下

手
談
義
（

江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ

し
ん

る

い

か
た

期
宝
暦
）

中
に
、

「

自
然
御
親
類
方
こ

れ

な

く
、

女
中
御
乗
物
御
坐

な

く

候
て

、

気
の

毒
に

思
召
さ

れ

候
は

父
、

早

速
仰
聞
ら
ぬ
べ

く
候、

忽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ば
か

ウ

何
程
な
り
と

も

御
望
次
第
乗
物
相
な

ら
べ

、

随
分

達
者
に

泣
候
女
計
差

出
し

申
べ

く
候

、

尤
乗
物
に

付
候
下

女
も
御
望
次

方
、

白
小
袖

又
は

無

地

物
、

御
好
次
第
相
添
差
上

申
候

、

且

又

御
寺
に

て

御
引
生
前

、

鐃

鉢

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　
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鳴
次
第

、

拍
子
能
く
同
音
に

泣
出
し

候
様
に

、

兼
て

稽
古
致
さ

せ

置
候

へ

共
、

萬
一

其
節
泣
き
申
さ

ず
、

拍
子
ぬ

け

致
候
は
ゴ

賃
銀

請
取
申
間

敷

候
」

と

述
べ

ら

れ
て

い

る

如
く

、

同
様

、

葬
送
の

重
み
を
つ

け
る

意

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

昧
を

も
っ

て

の

号
泣
の

普
及
し

た
こ

と
が

察
せ

ら
れ
る

。

石

川

県
や

福

井
地
方
に

お

け
る

泣
婆
や

泣
女
の

伝
承

も
彼
女
等
に

与
え
ら

れ
た

米
の

分
量
に

よ
っ

て
一

升
泣
き、

三

升
泣
き

、

五

升
泣
き
な

ど

の

名

が

あ

り
、

そ
の

報
酬
の

多
少
に

よ
っ

て

泣
き
方
に

加
減
が

あ
っ

た

と

言

わ

れ

る

が
、

こ

れ

ら
の

習

俗
も
ま

た
、

葬
送
に

お

け
る

孝
養
の

現
わ

れ
で

あ

っ

た

も
の

と

考
え

ら

れ
る

。

号
泣
す
る

人
た

ち
が

よ

り

多
く

、

号

泣
す

る

声
が

よ

り

大
き
い

こ

と

は
、

故
人
の

前
世
の

威
徳
を

高
揚
す
る

も
の

と

し

て

歓
迎
せ

ら

れ
て

い

た

こ

と
は

確
か

な
こ

と

で

あ
っ

た
。

同

様
、

葬
送
の

行
列
に
一

人
で

も
多
く
の

人
た

ち
が

参
加
し

て

く

れ

る

こ

と

は
、

故

人
が

前
世
に

お

い

て

人
々

か

ら

慕
わ

れ
て

い

た

こ

と

を

示
す
一

つ

の

バ

ロ

メ

ー

タ

ー

で

も
あ
っ

た
。

子
孫
が

故
人
の

た

め

に

少
し

で

も

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
も
ら

良
い

法

名

（

戒
名
）

を

寺
よ

り

貰
う
た

め

に

努
力
懇
願
す
る

の

と

共
通

し

て

い

る
。

タ

イ

国
で

の

場
合

も

葬
送
の

際
は

号

泣
す
る

。

葬
送
の

儀

礼
が
あ
る

と

通
り
が

か

り
の

見
知
ら
ぬ

人
た

ち

も
皆
焼
香

を
し

、

ま
た

、

葬
列

に

さ

し

か

か

っ

た

場
合
に

は

合
掌
し

て

敬
意
を

現

わ

す
こ

と

に

な
っ

て

い

る
。

肉
親
の

人
た
ち

は

こ

の

多
き
こ

と

を

最
大
の

誇
と
し

、

且
つ

喜
び

と

し

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な
立

場
が

号
泣
の

儀
礼
制
度
を

生

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
 

み

出

し

発
展
せ

し

め

た

の

で

あ
ろ

う
。

か

つ

て

高
知
県
の

長

岡

地
方
で

は

忌

中
笠
の

風

習
が

あ
っ

た
。

　
『

粗
く
藺
を

編
み
て

作
る

。

是
は

寛
文

　
　

仏
教
葬
送
事
物
の

発
展
比
較
考
　
そ
の

二
（

和
田
）

の

頃
、

藩

臣
、

野

中
兼
山
の

創
意
に

出
つ

る
と

い

ふ
。

蓋
、

当
時

、

戦

国
の

餘
を

受
け

、

死

喪
あ
り

と

も
平

気
に

て

歎
泣
な

ど

す
る

者
無
く、

交
歓
自
如
た

れ
ば

兼
山

氏

之
を

な

げ
き

、

之
を

制
し

て

忌
中
の

男
子
に

は

之
を

冠
せ

し

め
、

諸
人
と

交
際
せ

ざ
る

定
を

立

て
。

女

子
は

白
布
を

以
て

顔
を

覆
は

し

め

た

り
。

又
、

歎
惜
哀
泣
せ

し

む

る

為
、

金
を

與
へ

て

泣
哭
せ

し
め

た

り

と
い

ふ
。

故
に

今
も

、

小

供
の

泣
く
を

見

れ

ば

　
　
　
　
　
　

　
　

ウ

ナ

「

泣
味
噌
三

匁
、

善
泣
き
や

五

匁
」

と

揶
揄
す
る

こ

と

あ
り
。

」

』

と
、

ひ
と

し
お

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

な

げ

一

入
、

念

厚
き
儒
学
の

徒
野
中
兼
山

は

孝
養
の

念
の

薄
き
を

嘆
き
斯
く

記
し

た
の

で

あ

ろ

う
が

、

葬
送
に

お

け
る

号
泣
の

強
い

役
割
を
知

る

こ

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

な
か

こ

し

き

 

と

が

出

来
る

。

鹿
児
島
県
の

中
甑
島
で

は

葬
列
で

死

者
と
一

番
縁
の

深

い

女

性
。

た
と

え

ぽ
母

な
ら
ば

そ
の

娘
が
大
声
で

泣
か

ぬ
と

他
人
か

ら

笑
い

も
の

に

な
る

と

言
わ

れ
る

。

つ

ま

り
、

生

前
の

母

の

思
い

出

を

語

り

な
が

ら
泣
く
の

で

あ
る

。

同
様
な
こ

と

を
石

垣

島
や

中
華
民
国
の

台

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
 

北

近

郊
に

お

い

て

も
聞

く
こ

と

が

出

来
た

。

奄

美
で

も
近
親
者
の

中
で

と

く
に

女
性
が

弔
問
に

訪
ず
れ

る

客
の

前
で

そ
の

都
度

泣
語
り

を
し
、

納
棺

・

出
棺
・

埋

葬
の

際
に

更
に

大

き
な
声
を

張
り

あ

げ
て

泣
く
風
習

が
残
っ

て

い

る
。

中

華
民
国
で

は

人
が

死

ん

で

か

ら

直

ぐ
に

泣
く

。

と

こ

ろ

に

よ

っ

て

は
、

普
通
以

上

に

わ
め

き
叫
び

泣
き
を

す
る

と

こ

ろ、

前
々

と

泣
く
と
こ

ろ
も

あ
る

。

し

か

し
、

最
近
仏
教
で

は

泣
い

て

は

い

け

な
い

。

泣
く
と

仏
が
早
く
成

仏
で

き
な
い

。

…

…

と

諭
し

て

い

る
。

当
地
に

は

ま

だ
ま

だ

泣
か

な
い

と

周

囲
の

人
た

ち

に

申
し

わ

け
が

な
い

と

言
う
立

場
を
と

る

人
た

ち

も
存
在
す
る

の

で

あ
る

。

か

つ

て

の

中

国

四
五
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仏
教
葬
送

事
物
の

発
展

比
較
考
　
そ
の

二

（

和
田
）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

北
京
の

葬
送
習
俗
中
に

も

号
泣
の

風

習
は

あ
っ

た
。

北
京
の
一

帯
と

言

う

よ

り

も
、

中
国
一

円
に

渡
る

習
俗
で

も
あ
る

。

弔
問
の

急
報
を

も
ら

っ

た

客
は

納

棺
の

前
に

拝
礼
に

訪

ず
れ

る

が
、

そ
れ

ぞ

れ
紙
銭

や

線

香
、

一

対
の

白
い

ロ

ー

ソ

ク

な

ど
を

供
物
に

す
る
ほ

か
、

大
声
で

泣
い

て

涙
を

流
さ

ね
ぽ

な
ら

ぬ

の

で

あ
る

。

そ

れ

に

合
わ
せ

て
、

ま

た
、

家

族
の

者
た

ち

も

共
に

泣
く
の

で

あ
る

。

マ

レ

イ

シ

ア
、

タ

イ
、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

等
の

華
僑
た

ち

も
、

葬
送
の

当
日

、

僧
侶
の

読
経
の

感
き
わ

ま

っ

た

時
機
を

見
は

か

ら
っ

て

幾
度
か

の

号
泣
を

す
る

習

わ

し

が

あ
る

。

こ

の

泣
く
と

こ

ろ

の

時
機
は

、

そ
こ

に

居
合
わ

す

長
老
の

音
頭
に

よ
っ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
ほ
か

て

な
さ

れ
る

の

で

あ

る
が

、

か

よ

う
な
例
は

外
に

も

あ
る

。

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

仏
教

寺
院
に

て

華
僑
の

三

周
忌
が

行
わ

れ
た

際
、

女
性
の
一

団

が

祭
檀
の

横
に

て

読
経
の

中
程
に

、

ワ

ー
ッ

と

大

声
を

あ
げ
て

号
泣
す

る

の

に

出
合
っ

た

が
、

い

ず
れ

も
本

国

（

故

国
）

の

古
来
よ

り
の

儀
礼

と
し

て

の

仕
来
た

り
が

踏
襲
さ

れ
、

今
日

ま
で

維
持
さ
れ
て

い

る

も
の

と

思
わ

れ

た
。

　

　

　
．
 

　

清
朝
前
後
に

お

け
る

中
国
葬
送
中
の

号

泣
の

姿
を

記
し

た
、

デ
・

ポ

ロ

ー

ト

の

書
述
中

に
、

「

死

者
の

処
置
に

関
連
の

あ
る

す
べ

て

の

重
要

な

儀
式
と

同

じ

く
、

墓
地
へ

の

途

中
に

も
近
親
者
の

盛
ん

な

号
泣
が

伴

う
。

彼
等
の

憂
鬱
な

る

合
唱
が

遠

く
ま
で

聞
え
る

事

が
し

ぽ
し

ば

あ

る
。

然
し

中

国
に

お

け
る

死
者
の

為
の

号
泣
の
一

般
と

同
じ

く
、

こ

れ

も
ま
た

主
と
し

て

儀
礼
上

の

号
泣
で

あ
っ

て

習
慣
の

法
則
の

規
定
す
る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
た
い

所
で

あ
る
が

、

愛
情
と

悲
哀
と
の

真
の

感
情
に

は

大

し

て

関

係

が

な

四
六

い
、

実
際
ま
た

、

涙
の

流
さ

れ

る

こ

と
は

稀
で

あ
り

、

故

人
の

死

ん

だ

の

は

数
年
前
で

、

子
孫
が

殆
ん
、

故

人
を

憶
え
て

い

な
く
て

も
、

泣
き

声
は

や

は

り

熱
心

に

大
声
で

は

り

上

げ
ら

れ
る

。

故

に
、

通
行
人
の

な

い

原
野
に

出
る

と

泣
き
声
が

止
み
、

葬
列
が

居
住
地

域
に

達
す
る

が
、

目

立
っ

た

人
に

遭
う

か
、

名
家
の

邸
に

近
づ

く
か

す

る

と
、

早
速
に

泣

き
声
の

始
ま

る

の

も
、

全

く
当
然
で

あ
ろ

う
。

死

者
の

家
族
が

急
に

泣

く
の

を

止
め

て
、

見
か

け
る

こ

と
の

稀
な

外
人

に
、

好
奇
心
の

こ

も
っ

た

微
笑
の

眼
を

向

け
、

不

思
議
に

人
物
を

通
り

過
ぎ
る

や

否
や

、

ま

た

泣
き
出
す
の

を
、

わ

れ

わ
れ

は

葬
列
を

眺
め

な

が

ら

認
め

て
、

驚
い

た

こ

と

も
し

ぽ
し

ぽ

で

あ
っ

た
。

」

と

述
べ

ら

れ

て

い

る
が

、

死

後

か

ら

葬
送
の

当
日

ま
で

の
一

定
期
間
の

間
隔
を

置
い

た

か

つ

て

の

中

国
の

葬

式
制
度
下
に

お

い

て
、

号

泣
が

儀
礼
化
す

る
の

は

当
然
の

よ

う

に

も
考

え

ら

れ
る

。

た

冥

し
、

私
と

し

て

は
、

か

か

る

中
国
の

号

泣
が

す
べ

て

儀
礼
的

影

響
を

受
け
て

い

る

と

述
べ

て

い

る

も
の

で

は

な
い

。

当
然
そ

こ

に

は

肉
親
と

の

別
離
に

よ

る

と
こ

ろ
の

悲

し

み

や
、

肉
親
の

招
魂

（

再

来
）

を
心

に

秘
め

て

の

願
い

で

あ
っ

た

事
も
う

な

ず
か

れ
る

。

更

に

は
、

今
ま
で

何
度

と

な

く

述
べ

て

き
た

よ

う
に

、

号
泣
の

孝
養
へ

の

役
割
と

し

て

の

存
在
も

見
逃
が

す
こ

と
は

出
来
な
か

っ

た
の

で

あ
る

。

　
　
　
　

　

　

 

　

ア

フ

リ

カ

の

ア

バ

ル

イ
ア

族
の

間
で

も

病
人
が

息
を

ひ

き
と
る

と

妻

は

大
声
を

張
り
上

げ
て

泣
き
出
す
が
、

そ

ば
に
い

る

息
子
の

娘
た

ち

を

は

じ
め

他
の

人
た

ち

も

そ
れ

に

連
ら

れ
て

こ

れ
に

加

わ

る
。

死

者
が

男

な

ら
ば

「

イ
エ

、

イ
エ

、

イ
エ

ー
、

イ
エ

、

イ
エ

、

イ
エ

ー
」

と
、

女
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性
な

ら
ば

「

ウ

オ

イ
、

ウ

オ

イ
、

ウ

オ

イ

ー
、

ウ

オ

イ
、

ウ

オ

イ
、

ウ

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
 

オ

イ

i
」

と
、

泣
く

き
ま

り

が

あ
る

と

言
う

。

ま

た
、

南
太
平

洋
の

ミ

ク

ロ

ネ

シ

ア
、

カ

ロ

リ

ン

群
島
の

近
在
で

も
長
ら
く
慟
哭
の

風
が

残

存

し

た

と

伝
え

ら

れ
て

い

る
。

つ

ま

り
、

ル

ク

で

は

死

に

直

面
し

た

病

人

の

枕
辺
に

親
族
が

集
ま

り

「

あ
な
た

は

死
ん

で

し

ま

う
の

か
」

と

言
っ

て

慟
哭
し

、

や

が
て

死
亡

す
る

と

近
隣
の

人
た

ち
が

黄
粉

、

香
油

、

布

片
な

ど
の

香

奠
を

携
へ

て

泣
き

に

行
っ

た

と

言
わ

れ
て

い

る
。

ま

た
、

マ

ー

シ

ー
，

ル

島
で

も

奠
長
が

死
亡

し

た

場
合

、

二

日

二

夜
配

下
の

も
の

が

集
ま
っ

て

故

人
の

冥
福
を
祈
り

、

歌
を

う
た
い

な
が

ら

霊
を

慰
さ

め

る

と
い

わ

れ

る
。

喪
に

服
す
る

も
の

は

頭

髪
を

切
り

戒
律
を

守
り

六

日

間
墓

地
に

参
り

続
け
る

。

ポ

ナ

ペ

島
で

も

遺
族
の

も
の

は

頭
髪
を

切

り

号

泣
し

喪
に

服
し
、

死

後
ニ

ー
三

日

間
毎
夜
祭
り

を

行
い

、

飲
食
を

供

え
て

歌
舞
し

、

死

者
の

霊
を
慰
め

た

と

言
う

。

同

じ

号
泣
の

風
習
の

中

に

も

厳
粛
な

る

儀
礼
が

含
ま

れ
て

い

た

よ

う
で

あ
る

。

か

か

る

風
習

は

島
嶋
や
山

地
部

、

平
原
な
ど
の

孤

立
し

た

文
化
の

遮

断
さ

れ
た

地

域

に

多
く

残
さ
れ
て

い

た

よ

う
で

あ

り
、

現
在
で

は

そ
の

風
も
一

辺
し
、

た

と

え
ば

、

中

華
民
国
の

台
東
市

近

郊
に

お

い

て

も

葬
式
の

最
後
は

別

れ

の

歌
（

螢
の

光
）

に

よ

っ

て

閉
ざ

さ

れ
、

泣
く
人
も
息
子
や

娘
、

嫁
な

ど

で

あ
り

、

そ

れ

以

外
の

人
た

ち
は

あ
ま

り

泣
か

な
い

と

言
わ

れ
る

。

と

く
に

最
近
は

男
性
が

声
を

あ
げ
て

泣
か

な

く

な
っ

た

の

が

特
徴

で

あ

る
。

仏
教
葬
送
事
物
の

発
展
比
較
考
　
そ
の

二

（

和
田
）

　
日

本
で

は

人
が

死
亡

す
る

と

そ
の

枕
元

に

飯
や

団
子

を

供
え
る

。

と

こ

ろ

に

よ
っ

て

は

飯
と

団

子
を
一

共
に

供
え
る

と
こ

ろ

も

あ
る

。

死

者

の

枕
元
に

供
え
る

た
め

に

枕
飯

、

ま

た

は

枕
団
子
と

呼
ば

れ
て

い

る
。

多
く
の

場

合
、

そ
れ
に

必

要
と

す
る

分
量
の

み

を

そ
の

場
で

早
く
つ

く

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
 

る
こ

と

を

常
と

さ

れ
て

い

る
。

そ
の

意
の

も
と

に
、

ハ

ヤ

オ

ゴ

ク

（

早

御
供
）

な

ど

と

呼
ん

で

い

る

地
方

も
あ
る

。

茶
碗
に

山

盛
り
に

し

て

盛

ら

れ

て

い

る

の

が

特
徴
で

あ
る

。

枕
団
子

を

中
心

に

行
わ

れ
て

い

る

地

方
で

は

玄
米
を

洗
わ

ず
に

、

臼

を

逆
に

、

つ

ま

り
、

左

廻

り
に

し

て

つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

く
ら

れ
て

い

る
。

青
森
で

は

色
黒
の

早
団

子
を

素
速
く

死
者
に

供
え
る

と

言

わ

れ
、

新
潟
県
中
魚
郡

地

方
で

も
、

霊
供
の

飯
は

死

者
の

常
用
す

る

飯
碗
に

玄
米
一

杯
を

量
っ

て

飯
に

炊
き

、

そ
の

茶
碗
に

全

部
を

盛
っ

て

箸
一

膳
を

中
央
部
に

立
て

、

ま

た
、

枕
団

子
の

場
合
に

は
一

碗
の

玄

米
を

粉
に

挽
き

、

六

個
に

ま
る

め
一

碗
に

盛
り
立
て

る

と

も

言
わ

れ

て

　
　
　
　
　

 

い

る
。

長

野

県
諏
訪
湖

畔
に

お

い

て

も
生
団

子
を

素
速

く
つ

く
っ

て

小

皿

に

盛

り

供
え

る

風
習

が

あ
る

。

こ

の

よ

う

な

風

俗
は

日

本
の

各
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
く

ら
め

し

　

ま

く
ら

だ
ん

ご

存
在
す

る

が
、

い

ず
れ

も
枕
飯

・

枕
団
子

と

呼
ば

れ
る

如
く

そ
の

大

部

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
 

分
は

死

者
の

枕
辺
の

部

分
に

供
え
ら

れ
て

い

る

の

が
常
で

あ
る

。

北
京

の

近
在
を
は

じ
め

と
し

た

そ
の

周
辺
に

お

い

て

も
同
様
な

習
俗
が

見
ら

れ
、

死

者
の

口

の

近
く

に

御
飯
や

色
々

な

料
理
が

置
か

れ
て

い

る

場
合

も
あ
っ

た
。

そ
れ
は

死

者
の

魂
が
お

腹
が

す
い

て

い

る

と

思
わ

れ
た

か

四

七
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仏
教
葬
送
事
物
の

発
展
比

較
考
　
そ
の

二

（

和
田
）

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み

が
え

ら
で

あ
り

、

更
に

は
、

そ
の

魂
を

遺
体
へ

帰
ら
せ

蘇

さ

せ

よ

う
と

す

る

と
こ

ろ
の

方
便
で

も
あ
っ

た

の

で

あ
る

。

か

か

る

考
え

方
は

心
よ

り

故
人
を

慕
う
と
こ

ろ
の

愛
情
よ

り

生
じ
る

も
の

と

も
考
え
ら

れ

る
が

、

他
方

、

死
霊
に

対
す
る

と
こ

ろ
の

恐
怖
よ

り

出
発
し

た

も
の

と

も
考
え

ら

れ
る

。

つ

ま

り
、

死
霊
を
慰
め

ぬ

と
、

あ
と
で

害
を

与
え
ら

れ
る

か

ら

と

考
え
た

か

ら
で

あ
る

。

こ

の

よ

う

な

食
物
に

は

死

魔
が

付
着
さ

れ

て

い

る

と

考
え
ら

れ
て

い

る

の

で
、

の

ち
に

貧
之
人
か

乞
食
の

人
た

ち

に

与
え
る

方
法
に

よ
っ

て

始
末
せ
ら

れ

た

の

で

あ
っ

た
。

で

な

く

と

も
、

か

つ

て

の

中
国
南
部
に

諸
地
域
に

お

い

て

死
者
の

妻
子
は

埋
葬
の

日

ま
で

、

更
に

は

忌
目

に

当
り
て

毎
日

の

朝
食
を

と
る

以
前
に

、

米
飯

一

杯
と

野
菜
・

豆

腐
な
ど
の

食
物
を

死
者
の

寝
床
の

右
側
の

卓
上
に

置

き

箸
一

膳
を

供
え
た
の

で

あ
っ

た
。

枕
元
に

飯
や

団
子
を

置
く
風
習
に

対
し

、

足

元
に

食
物
を

置
く
風

俗
も
中
国
の

諸
地
域

、

と

く
に

南
部
の

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
き

や
く
び
は

ん

方

面
に

存
在
し

た
。

中

華
民
国
で

は

こ

れ

を

脚
尾

飯
と

呼
び

、

か

な
り

の

広
範
囲
に

行
わ

れ
て

い

た

風

俗
で

あ
る

。

死
者
の

足
元
の

碗
に

御
飯

を

山
盛
に

し
、

箸
を
二

本
上
か

ら

突
立
て

る
。

そ
の

山
盛
に

も
っ

た

御

飯
の

中
央
に

鴨
の

卵
の

煮
た

も
の

が
置
か

れ

て

い

る
の

で

あ
る

。

時
に

は

そ
の

中
に

線
香
が
立

て

ら

れ

る

場

合
も
あ
る

。

こ

れ
を

脚
尾

飯
と

言

い
、

中
国
・

中
華
民
国
を
は

じ

め

と

し
た

華
僑
の

人
々

の

間

に

こ

の

風

習
が
今
な

お

広
く
持
続
せ

ら
れ

て

い

る
。

タ

イ

国
や
マ

レ

イ

シ

ア

な
ど

の

華

僑
地

帯
で

も
、

一

般
に

線
香
は

枕
元
の

み
で

な
く

足
元
に

供
え

ら

れ

て
い

る

場
合
の

方
が

多
い

。

卵
を

煮
る

と

言
う

風
習
は

か

か

る

行
為

四

八

に

よ
っ

て

孵
化
す
る

こ

と
が

出
来
な
い

。

つ

ま

り
、

二

度
と
こ

の

世
に

訪
ず
れ
る

こ

と

が

な
い

。

い

ず
れ
も

悪
霊
の

再

来
を

願
っ

た

も
の

で

あ

る

と

言
い

伝
え

ら

れ
て

い

る
。

こ

こ

で

用
い

ら

れ
る

御
飯
類
も
家
庭
内

で
つ

く
ら

ず
家
の

多
で

炊
く
こ

と
を

常
と

し
て

い

る
。

こ

れ

は

か
つ

て

の

日

本
の

場
合
と

よ

く
似
て

い

る
。

と
こ

ろ
に

よ
っ

て

は

団
子

、

ニ

ギ

リ

メ

シ

の

類
は

供
え
ず

、

ラ

ク

ガ

ソ

な

ど
を

用
い

る

と
こ

ろ

も
あ

る
。

中
華
民
国
や

香
港
を
は

じ
め

と

し
た

東
南
ア

ジ

ア

の

仏

教
圏
の

諸
国
で

は
、

納
棺
を
し

た

あ
と

に

十

二

種

類
の

供
え
物
が

出
さ

れ
る

。

も
ち

ろ

ん
、

年
忌
供
養
な

ど
の

場

合
も
同

様
で

あ
る

が
、

ニ

ワ

ト

リ
、

サ

カ

ナ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
 

ク

ダ
モ

ノ
、

サ

ト

イ

モ
、

な

ど
が

そ

れ
で

あ
る

。

古
来
よ

り

中
国
で

は

菜
碗
と

か

菜
飯
な

ど
と

言
う

食
物
供

養
に

関
す
る

習

俗
が

あ
っ

た
。

菜

碗
と
は

十
二

種
か

ら

な
る

と
こ

ろ
の

精
進
料
理
で

、

通
常

、

釈

尊
や

観

世
音
菩
薩

、

弥
勒
菩
薩
な
ど
の

仏
へ

供
え
ら

れ
た

。

菜
飯
は

十
二

種
以

上

か

ら

な
る

腥
料
理
と

飯
か

ら

な
り

、

通
常

、

祖
先
の

霊
や

孤
魂
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

 

に

供

せ

ら

れ
た

の

で

あ
た

。

「

辞
生
」

ま

た
は

「

告
別
食
」

と

称
し

て

死

者
と
の

お

別
れ

に

当
り

、

色
々

な

食
物
を

供
え
て

供
養
す
る

仕
来
た

り

が

残
さ

れ
て

い

た

が
、

現
在
で

も

金
持
や

威
儀
深
く
伝
統
を

重
ん

ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

る

旧

家
に

お
い

て

は

供

物
は

十
二

の

皿

上

に

安
置
さ

れ

る
。

こ

れ
は

古

代
周
朝
に

お
い

て

君
主
の
一

日
の

主

要
食
が
十
二

皿

よ

り

成
っ

て

い

た

と

言
う

故

事
に

も
と

ず
く
も
の

で

あ
る

と

考
え

ら

れ
て

い

る
。

同

じ

葬

食
と

い

え

ど

も
、

司
祭
者
の

別
に

よ

っ

て

多
少
の

隔
た

り
は

あ
る

。

中

華
民
国
に

お

け
る

場

合
、

仏
教
僧
に

よ

る

と

き
に

は

主
に

精
進
料
理
を
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主
と

し

た

が
、

道
士
の

場
合
は

ア

ヒ

ル

や
ニ

ワ

ト

リ

な
ど

を

供
え
る

の

が

通

常
で

あ
る

。

も
っ

と

も
こ

れ

ら
の

習

俗
も
時
代
を

経
る

に

従
い

曖

昧
と

な
り

、

最
近
で

は

そ
の

区
別
も
殆
ん

ど

見
分
け
ら
れ

な

く

な
っ

た
。

食
物
を

仏
に

供
え
る

十
二

種
の

習

俗
は

割
に

広
範
囲
に

行
わ

れ
て

い

る
が

、

昨
年
訪
ず
れ
た

ネ
パ

ー

ル

の

首
都

、

カ

ト

マ

ン

ズ

の

目

玉

寺

に

お

け
る

供

養
法
要
の

切
、

十
二

種
の

供
物
皿
が

捧
げ
ら

れ
て

い

る

の

に

は

興
味
を

引
か

さ

れ
た

。

　

　

　
　
　

 

　

脚
尾

飯
に

対
し
て

脚
尾
紙
と

言
う
風
習
が

あ
る

。

前
者
は

死

者
の

た

め

に

足
元
に

飯
を

盛

り

供
養
す
る

の

に

習
し
て

、

後

者
は

死

者
の

足
元

で

銀
紙

（

金

銭
的
意
味
を

も
ひ
）

を

焼
き

、

死
者
の

霊
が

あ
の

世
に

行
く

途
中
無

事
に

山

を

越
え

橋
を
渡
っ

た

り

す
る

時
に

要
す
る

費
用
に

当
て

ら

れ
る

も
の

と

言
わ

れ
る

。

紙

銭
に

は

金
紙
と

銀
紙
の

別
が

あ
り

、

そ

の

目

的
に

よ

っ

て

利
用
的
価
値
が

異
な

る
。

日
本
で

は

参
詣
者
が

社

寺

の

前
に

設
け
ら
れ
た

賽
銭
箱
に

賽
銭
を

投
げ
入

れ
て

願
望
を

お

祈
り

す

る

と

言
う

風
習
が

あ
る

も
、

中
国
や
中

華
民
国
な

ど
に

お

い

て

は

そ
の

よ

う

な

風
習
は

存
在
し

な

い
。

彼
地
で

は

賽
銭
を

あ
げ
る

代
り
に

金

銭

を

供
え

て

そ
れ
を

焼
き
願
望
を

願
う
の

で

あ
る

。

そ
れ
故

社
寺
に

参
詣

す
る

こ

と

を

別
名
「

焼
金
」

と

呼
ん

で

い

る
。

そ

れ
に

対
し
て

華
式
や

先
祖
供
養
の

場
合
に

は

金
紙
を

用
い

ず、

銀

紙
を
焼
く
こ

と

が
一

般
的

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
は
が

に

行
わ

れ
て

い

た

の

で

あ
っ

た
。

こ

の

金

紙
や

銀
紙
は
一

枚
ず
つ

剥
し

て

焼
く
の

が

通
例
で

あ
る

が
、

時
に

は

束
の

ま
ま

で

焼
く

こ

と

も

あ

る
。

中
国
の

人
々

は

墓
前
に

種
々

の

供
物
を

沢
山
な
ら
べ

、

そ
の

前
で

仏
教
葬
送
事
物
の

発
展
比
較
考
　
そ
の

二

（

和
田
）

銀
紙
を

焼
く
こ

と

に

よ
っ

て

死

者
の

霊
魂
が

そ
の

功
徳
に

よ

り

あ
の

世

の

費
用
に

役
立
つ

も
の

と

考
え

ら

れ
て

い

た

の

で

あ
る

。

立

場
こ

そ
異

な

れ
、

目

本
に

お

け
る

冥
途
の

か

ね
、

つ

ま

り
、

六

道
銭
・

六

文

銭
と

共
通
す
る

と
こ

ろ

が

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

若
し

も

銀
紙
銭
を

焼
く

折

に
、

そ
の

紙
が

損

傷
を

す
れ

ぽ
そ

れ
だ

け
効
力
を

失
わ

れ

る

も
の

と

し

て

と

く
に

大
切
に

扱
わ

れ

た
の

で

あ
っ

た
。

も
ち

ろ
ん
、

葬
送
行
列
の

場
合
に

も
銀
紙
を

麓
焼
す
る

風
俗
が

あ
り

、

通
行
す
る

路
上

に

お

い

て

行
わ

れ
た

。

こ

の

場
合
そ
の

効
果
を

持
続
さ

せ

る

た

め

に

墓
地

に

至

る

ま
で

の

長
時
間
に

わ
た

り

継
焼
せ

ら

れ
た

の

で

あ
る

。

　
　
　
　
　
　
 

　

も
と

も
と

金
紙
は

「

金
の

魂
」

を

意
味
し

、

土
地
の

神
に

献
げ
ら

れ

た

も
の

で

あ
り

、

こ

れ

は
つ

ま

り
、

死
者
の

霊
の

守
護
神
に

加
護
を

求

め

た

も
の

で

あ
り

、

銀

紙
は

銀
の

塊
を

捧
げ
る

こ

と
に

よ

っ

て

そ
の

功

徳
を

得
よ

う

と
し

た

も
の

で

あ
る

と

考
え

ら

れ
る

。

こ

の

よ

う

な

考
え

方
が

何
時
し
か

拡
大
解
釈
せ

ら

れ
、

中
華
民

国

や
中
国
南
部
の

山
間
地

域
の

曲
折
の

坂

道
な
ど

に

そ
の

地
の

悪
霊
を

封
ず
る

た

め
、

銀

紙
を

撒

く
風
習
が

生

じ

た
の

で

あ
る

。

か

よ

う
に

考
え
て

行
く
と
金

紙
も
銀
紙

も
そ
の

使
用
目

的
こ

そ
異
な
る

け
れ

ど

も
、

死

者
の

冥
福

、

功
徳

を

祈

る
た

め

に

関
連
し

て

い

る

こ

と

に

は

間
違
い

な
い

。

し

か

も

紙
銭
を

焼

き
、

そ
の

煙
が

冥
界
で

の

プ

ラ

ス

を

及
ぼ
す
と

言

う
こ

と
は

前
述
の

如

 く
日

本
の

六

道
銭
な

ど
と

意
を

同
じ

く
す
る

も
の

と

考
え
ら

れ
、

現
在

で

も
こ

れ
に

類
似
し
た

習

俗
が

日

本

西
南

部
（

与
那
国
島
）

な

ど
に

お
い

て

も
行
わ

れ
て

い

る
。

こ

の

地

域
に

お

け
る

葬
送
の

立
役
者
は

、

ユ

タ

四

九
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仏

教
葬
送
事
物
の

発
展
比
較
考
　
そ
の

二

（

和
田
）

と
言
う

女
性
（

多
く
は

六

十
五

歳
前
後）

に

よ

っ

て

行
わ

れ

て

い

る

が
、

お

経
の

よ

う

な
呪

文
を

唱
え

、

「

ま

よ

わ
ず
成
仏
し

な

さ
い

、

近

ま

わ

り
を

し

な
い

で

遠
ま

わ

り

を
し

な

さ
い

。

」

と
。

　
し

て
、

色
の

つ

い

た

黄
色
の

紙
を

焼
く
。

こ

れ

は

「

か

ね

札
」

の

変
形
で

あ
り

、

あ
の

世
に

行
っ

た

ら

「

カ

ネ
」

に

な
る

の

で

あ

る
。

そ
の

紙
に

は

カ

ネ

形
の

印
が

押
さ

れ
て

い

る

が
、

ど
こ

の

家
に

行
っ

て

も
こ

の

カ

ネ

形
の

印
が

保
存

せ

ら

れ
て

い

る
。

こ

の

札
は

仏
檀
の

前
で

焼
か

れ

る
が

、

相
当
量
の

多

き
に

わ
た
っ

て

焼
か

れ
る

の

が

常
で

あ
り

、

そ
の

分

量
の

如
何
が

功
徳

の

多
少
に

関

係
す
る

も
の

と

考
え

ら

れ
て

い

る

の

で

あ
ろ
う

。

中

華
民

国
の

諸
地
域
に

お

い

て

は
、

冥
途

銭
の

札
が

印
刷
さ

れ
て

い

る

と
こ

ろ

が
あ
り

葬
送
の

際
に

埋

葬
と

同
時
に

埋

土
し

た

り

焼
か

れ

た

り

し

て

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
さ
つ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

冥
途

銭

（

札）

を

棺
中

に

入

れ
る

こ

と

も

あ

り

得

る
。

こ

の

場
合
は

三

途
の

川
を

渡
る

た

め

の

渡
し

賃
だ

け
で

は

な

く、

併
せ

て

棺
を
運
搬
す

る
こ

と
に

よ

っ

て

起
る

と
こ

ろ
の

死

体
の

動
揺
を

防
ぐ

と

共
に

、

棺
中
の

湿

気
を

吸

収
し

て

中
を

乾
燥
さ
せ

、

臭
気
を

除

い

て

死

体
を
長
く
保
存
す
る

目

的

を

兼
ね

て

利
用
せ

ら

れ
て

い

る

の

で

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
か
　
ね

あ
る

。

つ

ま

り
、

中

華
民

国
で

は

金
銭
の

代
り
に

棺
の

中
に

金
紙

、

銀

紙
　
（

も
っ

と

も
こ

れ
に

あ

や
か

っ

た

紙
札
が

多
く
利
用
さ

れ
て

い

る

場

合
も
あ

る
。

）

を

入

れ
る

。

あ
の

世
に

行
っ

て

か

ら
の

費
用

、

乗
物
や

食
物

、

そ

れ
に

、

閻
魔
さ

ま

の

賄

賂
な
ど

、

色
々

な

効
用
を

持
つ

も
の

、

更
に

こ

の

よ

う
な
孝
行
心

を

発
揮
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

自
分
の

子

孫
も
栄
え

る
こ

と

が

出
来
る

と

言

う
二

重
の

恩

恵
を

受
く
る

こ

と

に

な
る

。

棺
の

五

〇

中
に

入
れ

ら

れ
る

と

こ

ろ

の

紙
札
の

分
量
は

相
当
量
の

も
の

で

あ

り
、

一

枚
ず
つ

横
に

敷
き
つ

x

重
ね

て

行
く
方
法
が

と

ら

れ
る

。

最
近
で

は

札
束
の

ま

エ

横
積
み

に

す
る

場
合
が

多
く
な
っ

た
。

死
者
の

ぞ

ぽ
で

紙

を

焼
く

。

こ

の

多
く
の

場

合、

紙

を

紙
銭
と
し

て

受
け
と

ら
れ

解
釈
さ

れ

て

い

る

場

合
が

多
い

が
、

他
面

、

天

帝
に

死
亡

し

た

こ

と

を

知
ら

せ

る

た
め

の

方
便
と
し

て

考
え
ら

れ
て

い

る

場
合
も

あ
る

。

こ

の

場
合
は

紙
そ
の

も
の

よ

り

も
、

紙
よ

り

生

ず
る

と
こ

ろ

の

「

け
む

り
」

が

問
題

と

な
る

。

更
に

、

　
「

け
む
り

」

そ
の

も
の

N

存
在
よ

り

も
「

け

む
り

」

の

本
源
た

る

「

火
」

そ
の

も
の

が

「

あ
か

り
」

と

し

て

問
題
視
さ
れ

る

場

合
も
あ

る
。

中
国
系
の

葬
送
で

は

死

者
の

足
元
に

ロ

ー

ソ

ク

や

灯
明

　

　

　
と
も

な

ど
の

灯
さ

れ
て

い

る
の

を
よ

く
見
か

け
る

が
、

こ

れ

ら
は

前
者
と
一

連
の

考
え

方
よ

り
生

ず
る

も
の

で
、

暗
黒
の

世
界
（

冥

界
）

を
霊
魂
が

通

過
す
る

際

に

照

明
と
し

て

役
立
つ

も
の

と

考
え

ら

れ
て

い

る
。

　

日

本
で

は

死

者
の

傍
に

、

ま

た

は

直
下
の

部
分

（

中
国

や
中
華
民
国

な

ど
で

は

死

体
を

台
の

上
に

乗
せ

る

の

で
）

に

灯
を

置
く

と
い

う

風
習

は

殆
ん

ど

見
か

け

ら

れ

な
い

。

し
か

し
、

卩

ー

ソ

ク

を

つ

け
て

死

者
の

そ

ば
に

置
く
と

言

う
こ

と

自

身
、

同

義
に

考

え
ら

れ

な
い

こ

と

は

な
い

。

た

父
、

日

本
の

場

合
の

そ

れ
は

何
と

な
く

習
慣
的
の

よ

う

な
、

お

役
目

的

な
よ

う

に

感
じ

ら
れ

る

が
、

中
華
民
国

や

東
南
ア

ジ

ア

の

華
僑
地

域
の

正

庁
で

の
、

死

体
の

ぞ
ぽ

に

灯
の

焚
か

れ

て

い

る

姿
は

切
実
に

せ

ま

る

も
の

が

あ
り

、

日

本
の

場

合
と

大
い

に

異
な
る

感
が

あ
る

。

一

般
に

死

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と

こ

　
ろ

体
の

飾
ら

れ
て

い

る

と
こ

ろ
は

薄

暗
い

感
じ
の

す
る

正
庁
で

あ
り
、

そ
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の

下
に

油
の

入
っ

た

灌
や
皿

の

中
の

芯
が

薄
青
黄
が

か
っ

た

光
を

放
し

つ

x
、

人
の

気
配
が

す
る

し

な
い

に

か

N

わ

ら

ず、

長
い

間

燃
え

続
け

て

い

る

様
は

、

灯
の

も
っ

て

い

る

意
義
を

十

分
に

知
ら
せ

て

く
れ
る

よ

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
 

う

な

気
が

す
る

。

中
国
の

南
部
地
域
で

は
、

納
棺
の

前
後
ま
で

昼

夜
に

わ
た

り

死

者
の

そ
ば
に

皿

中
に

入
れ
た

豆

油

を

燃
や
し

て

い

る
が

、

そ
こ

に

燃
え
て

い

る

灯
と

死
者
の

霊
魂
と

は

互
い

相
通
じ
て

い

る

も
の

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
 

と

考
え
ら

れ
て

い

る
。

北
京
の

地

域
に

も
か

よ

う

な

例

が

あ
り

、

「

遺

体
の

そ
ば

に

草
の

芯
の

つ

い

た

小
さ

な

灯
が

棺
の

埋

葬
さ

れ

る

ま
で

燃

や

さ

れ
て

い

る
。

こ

れ

は

死

者
が

冥
途
に

行
く
途

中
の

道
案
内
の

た

め

の

灯
で

あ

る

と

考

え

ら
れ

、

同

時
に

紙
で

つ

く
ら

れ

た

紙
銭
を

買
っ

て

一

時
間

毎
に

幾
枚
か

燃
や
す

風

習
も

、

死

者
が

冥
途
の

旅
路
で

使
う

費

用
と

し

て
、

更
に

死

者
を

守
っ

て

や
る

も
の

と
し

、

両
者
関
連
あ
る

も

の
」

と

説
明
し

て

い

る
。

こ

の

死

者
の

ぞ
ぽ

に

灯
明
を

置
く
と
い

う

習

俗
は

至
っ

て

古
く、

礼
記
や

儀
礼
の

中
に

述
べ

ら

れ
て

い

る
。

礼
記
に

は
、

「

君

主
の

死
亡

し

た

場
合
に

は

広

間

に

上
に

二

個
、

下
に

二

個
の

燭
を

置
き

、

大
官
の

場
合
は
一

個
と
二

個
、

普
通
の

士

人
の

場
合
は
一

個
ず
つ

置
く

」

こ

と
が

述
べ

ら
れ

、

儀
礼
の

中
に

は
、

「

夜
分
に

は

中

庭
の

中
央
部
に

炬
火
を

焚
い

た
こ

と
」

が
記
さ

れ

て

い

る
。

こ

の

風
習

は

上

流
の

人
た

ち
ば

か

り

で

な

く、

下

層
の

人
た

ち
の

間
に

も
行
わ

れ

て

い

た

習

俗
で

あ

る
。

た
父

し
一

般
の

人
た

ち

の

場
合
に

は
、

用
い

ら

れ
た

と
こ

ろ

の

入

れ

も
の

や

油
な

ど
の

内
容
が

異
な
る

だ

け

で
、

そ
の

意
義
に

は

変
り
が

な
か
っ

た
の

で

あ
る

。

現
在
で

も
こ

の

風
習
は

何
処

仏
教
葬
送

事
物
の

発
展
比
較
考
　
そ
の

二

（

和
田
）

に

お

い

て

も
見
ら

れ
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。

　
脚
尾
飯
に

対
し

て

脚
尾

燭
と
い

わ

れ
、

死
老
の

足
の

部
分
に

置
か

れ

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
と

も
し
び

て

い

る

の

が

通
例
で

あ
る

。

灯
、

つ

ま

り
、

火
は

暗
黒
世
界
と

し

て

の

死
後
の

世
界
に

光
明

を

与
え
る

ぼ
か

り
で

な

く
、

死
に

よ
っ

て

肉
体
よ

り

離
れ

た

と
こ

ろ
の

極

度
に

弱
体
化
し

て

い

る

と
こ

ろ

の

霊
魂
は

、

人

工

に

よ
っ

て

造
り

出
さ

れ
た

と
こ

ろ

の

火
、

や
が
て

、

灯
明
や
ロ

ー

ソ

ク

な
ど
の

小
さ

な
光
や

熱
に

よ
っ

て

霊

魂
を

強
化
す
る

こ

と

が

出

来
る

と

言

う
の

で

あ
る

。

か

か

る

考
え

方
は

キ

リ
ス

ト

教
や
ユ

ダ

ヤ

教
な

ど

の

葬
儀
に

お

い

て

も

灯
火
が

点
ぜ

ら

れ
、

同

様
な
考
え
方
の

も
と

に

習

俗
が

今
尚
続
け

ら
れ

て

い

る
。

そ
れ

故
、

灯
火
が

な
ん

ら
か

の

原
因
の

も
と

に

消
え
る

と

き
、

不

吉
あ
る

も
の

と

し
て

こ

の

上

も
な

く
大
き
な

恐
怖
に

さ

え
さ

れ
て

い

る

地

方
が

意
外
に

多
い

。

日

本
に

お

い

て

も
、

霊
魂
と

灯
火
に

つ

い

て

の

習

俗
は

葬
送
の

盆
札

、

彼

岸
会
な
ど
の

行
事

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　
 

を

通
し

て

種
々

行
わ

れ
て

い

る
。

葬
送

習
俗

、

と

く
に

葬
列
に

関

連
あ

る

先
松
明
（

先
火
）

道

案
内
・

魔
は

ら
い

、

送
り

火
、

迎

え

火
、

な
ど
の

習

俗
や

盆

火
な

ど
の

中

に
、

霊
と

火
と
の

関
連
が
浮
彫
り

に

さ

れ
た

。

葬
列
に

参
加

す
る

と
こ

ろ
の

提
灯
に

は

現
在
で

は

点
灯
さ

れ
て

い

な
い

が
、

昔
日

に

お

い

て

は

如
何
な
る

も
の

で

あ
っ

た

の

で

あ

ろ

う

か
。

葬

送
行
事
の

時
刻
や

そ
の

意
義
と

内
容
に

よ
っ

て

は

そ
の

点
、

種
々

考
察

さ

れ
べ

き

と
こ

ろ
で

は

あ
ろ

う

が
、

お

そ

ら

く

昔
日

に

お

い

て

は

提
灯

　
　
　
と
も

に

火
を

灯
し
て

い

た

と

見
る

の

が

妥
当
で

あ．
ろ

う
。

そ
れ
に

し

て

も

出

発
時
に

点
火

し
た
ロ

ー

ソ

ク

（

火
）

は
、

長
い

道

中
の

問

に

は

消
え

た

五
一
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仏
教
葬
送
事
物
の

発
展
比
較
考
　
そ
の

二

（

和
田
）

も
の

と

考
ら
れ

る

が
、

そ
れ

は

別
と
し

て
、

何
故

、

白
昼
に

提
灯
を

使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
 

用
せ

ら
れ

て

い

た

の

で

あ
ろ

う

か
。

こ

れ

は

暗

黒
に

住
ん

で

い

る

霊
を

無
事
に

埋

葬
へ

案
内
す
る

た

め
の

意
図
を

も
っ

て

い

た
こ

と
は

確
か

な

こ

と

で

あ
ろ
う
。

死

者
の

霊
は

提
灯
を

頼
り
に

そ
の

ぞ
ぽ
に

待
っ

て

い

る

も
の

と

考
え

ら
れ

て

い

た

の

で

あ

る
。

中
国
の

墓
地
は

集
団
を

な
し

て

い

る

場

合
が

多
い

。

葬
式
の

列
が

や

が

て

墓
地
に

近
づ

く

と

他
の

葬

列
と
、

ま

た

諸
霊
た

ち

と
、

目

に

は

見

え

ぬ

け
れ

ど
も
交
叉

す
る

も
の

と

考
え
ら

れ
て

い

た

の

で

あ
ろ

う
。

こ

の

場

合
、

他
の

提
灯
と

出
合
う

こ

と

に

よ

っ

て

霊
が

迷
う
こ

と

も
考
え

ら

れ
る

の

で

老

婆
心

な
が

ら
、

そ
の

よ

う

な

事
の

な
い

よ

う

に

提
灯
に

は

式
ず
文

字
を

書
く
よ

う

に

留

意
し

た

と

も

言
わ

れ
て

い

る
。

日

本
の

場
合
は

提
灯
に

苗
字
を

書
く
と

言

う
こ

と
は

殆
ん

ど

な

く
。

た

だ
、

士

族
や
上

流

層
の

人
た

ち
が

家
門

の

威
を

張
る

た

め

に

苗
字
を

書
い

た

り
、

家
紋
を
記
し

た

と

言

う
種
度

の

特
殊
の

場
合
に

限
ら
れ
て

い

た

よ

う
で

あ
る

。

　
死

者
を

安
置
す
る

方

角
も

昔
日
よ

り

種
々

問
題
視
さ

れ
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

こ

れ
も

死
者
の

行
末
の

不

運
と

深
い

関
係
に

あ
る

も
の

と

さ

れ
て

い

る
。

こ

れ

ら
の

習

俗
を

決
定
す
る

条
件
は

、

宗
教
の

種
別

、

地

域
と
の

諸
民
感
情

、

風
水

的
見
地

な

ど
に

よ

り
、

種
々

、

異
な
る

も
の

と

考
え
ら

れ
て

い

る

け
れ

ど
も

、

宗
教
的
儀
礼
威
感
情
に

与
え
る

影
響

は

非

常
に

大
き
い

。

日

本
本

土
の

大

部
分
の

地

域
に

お

い

て

は

仏
教
の

五

二

影
響
を

受
け

、

釈
尊
の

涅
槃
の

故
事
に

な
ら
っ

て

北
頭
西

面
の

姿
を

と

る

地
方
が

多
い

よ

う

で

あ
る
が

、

そ

れ

以
前
に

は

必

ず
し

も

北
枕
と

は

せ

ず
、

北
海
道
（

ア

イ
ヌ

の

葬
制
）

や

沖
繩
県
の

石

垣

地

方
の

如
く

、

そ

れ

以
外
の

方
角
を

向
け
て

い

た

も
の

と

も

考
え
ら

れ
る

。

つ

ま

り
ア

イ

ヌ

族
の

間
で

は

人

間
の

死
に

当
り

本
土
と

は

異
な
っ

た

独
自
の

習
俗
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

な
さ

れ
て

い

た
。

そ
の
一

つ

と

し
て

「

死
体
は

入
口

か

ら

向
っ

て

左
手

の

下
座
に

ゴ

ザ

を

敷
き

、

頭
を

東
に

向
け
横
た

わ
せ

、

着
物
を

逆
さ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

に

か

け
る
」

な

ど
の

方
法
を

と

ら

れ
て

い

た
。

沖
繩
で

は
、

イ

リ
マ

ツ

ク

ワ

ー
（

西

枕
）

と

言
っ

て

頭
部
を

西

方
に

向
け
る

地
方
が

多
く

、

石

垣

 島
で

も
「

死
後
正
葬
せ

し

め

て

仏
壇
の

間
に

西

枕
に

し
て

仰
臥
せ

し

め

胸
上
に

両
手
の

指
を

組
み

合
せ

し

め

…

…
」

と
、

西

枕
に

さ

せ

た

こ

と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

た

い

ら

が

述
べ

ら
れ

て

い

る
。

宮
古
島
平

市
の

場
合
に

は

南
向
に

す
る

場

合
も

あ
っ

た

と
い

わ

れ
て

い

る

が
、

こ

れ
は

理
由
が

あ
っ

て

南
向
に

さ

せ

る

と
い

う

よ

り

も
、

家
の

立

地

条
件
に

関
係
あ
っ

て
、

戸
口

の

方
角
に

頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
 

を

向
け
て

寝
か

す
と

、

こ

の

よ

う
に

な

る

ら
し

い
。

韓
国
で

は

人

が

死

亡

す
る

と

腹
上

に

両
手
を

そ

ろ

え
て

組
ま
せ

、

足

を

そ

ろ
え
て

縛
り

、

屍
体
の

全
身
を

麻
布
で

巻
き

、

七

星
板
の

上

に

頭

を
北
向
に

寝
か

せ

て

顔
を
白

布
で

敞
う

習

俗
が

あ
る

。

韓
東
亀
氏
に

よ

れ
ば

、

五

世

紀
の

頃

よ

り
、

高
句
麗
の

始
め

に
、

従
来
行
わ

れ

て

い

た

石
塚
の

形
式
か

ら
中

国
式
の

壁
画
古
墳
へ

と

移
項
し

、

続
い

て

百
済
が

そ
れ
に

な
ら
っ

た

も

の

と
い

わ

れ
て

い

る
。

頭
の

方

向
も

従
来
は

東
向
で

あ
っ

た

も
の

が
、

中
国
の

影
響
を

受
け
て

北
の

方

角
に

向
け
ら

れ
、

新
羅
は

ず
っ

と

遅
れ
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た

七

世
紀
の

頃
に

入
っ

て

石
室
と

北
枕
の

制
を

採
用
し

て

か

ら
斯
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

い

に

し

え

如
く
な
っ

た

と

言

わ

れ
て

い

る
。

古

の

頭
を

東
向

に

む

け
る

風
習
は

シ

ベ

リ

ア

付

近
の

習
俗
に

よ
っ

た

も
の

と

考
え
ら

れ
、

北
枕
は

釈

尊
入

滅
の

北
頭
西

面
に

な

ら
っ

た

も
の

と

思
わ

れ

る
。

し

か

し
、

前
述
の

死

と

七
星

板
に

よ

る

古
来
よ

り
の

仕
来
た

り
は
（

北
斗
信
仰
）

中
国
に

お

い

て

も
行
わ

れ
て

い

る

と
こ

ろ

で

あ
り

、

必

ず
し

も

釈
尊
の

故
事
と

関
係

あ
る

も
の

と

は

考
え

ら
れ

ぬ

ふ

し

も
あ
る

。

中
華
民
国
に

お

い

て

は

教

理

的
な
考
え

方
と

言

う
よ

り

も
、

む

し

ろ
、

現
実
的
な
立

場
で

死
者
を

安
置
す
る

方
角
が

決
定
し
た

の

で

あ
る

。

死

者

を

正

庁

に

ま
つ

る

場

合
、

足

を

戸
口

（

外
部
）

の

方
角
に

む

け
、

頭

を

内
側
に

む

け
る

た

め
、

そ
の

家
の

構

造
に

よ
っ

て
、

し

ぜ

ん

そ
の

位

置
が

決
定
さ

れ
る

の

で

あ

　
　
　
　

 

る
。

ソ

連
の

ハ

バ

ロ

フ

ス

ク

地

方
に

居
住
す

る
ウ

リ

チ

族

も
、

死

者
は

家
の

床
に

置

く
が

、

足
は

同

様
納
口

の

方
角
に

む

け

ら
れ
て

い

る
。

死

者
を
足
よ

り

戸

外
に

運
び

出

す
た

め

の

考
え

よ

り

生
じ
た

便
法
で

あ
ろ

う
。

更
に

変
っ

た

習

俗
と

し
て

は
、

中
華
民
国
の

山

地
族
の

問
に

見
ら

れ
た

。

つ

ま

り
、

こ

の

種
族
は

、

死

者
の

顔
を

西
に

む
け

る

も
の

が

割

に

多
く

、

こ

れ
に

対
し
て

頭
の

方
角
に
つ

い

て

の

む
き
は

、

特
別
に

強

い

定
め

は

な

く
、

た

だ、

男
性
の

場
合
は

渓
流
に

相
対
し

て

川
上

に

頭

部
を
む

け
、

女
性
の

場
合
に

は

下
流
に

む
か

っ

て

併
行
さ
せ

る

よ

う

に

す
る

な
ど

、

そ
の

地
方
地

方
に

よ
っ

て

異
な
っ

て

考
え
ら

れ
て

い

た

よ

う
で

あ
る

。

ソ

連
の

白
海
か

ら
エ

ニ

セ

イ

川
に

及
ぶ

地
方
に

住
む

、

ニ

エ

ー

ニ

エ

ツ

族
の

埋

葬
は

、

「

頭
は

西
む

き
に

し

顔
は

う
つ

伏

せ

に

す

仏
教
葬
送
事
物
の

発
展

比
較
考
　
そ
の

二

（

和
田
）

る

な

ど
」

こ

れ

ら
の

行
動
は

皆
、

自
然
現
象
と

大
い

に

関
連
あ
る

も
の

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
 

と

考
え

ら

れ
る

。

ま

た
、

ア

フ

リ

カ

の

ソ

デ
デ
レ

族
た

ち

は
、

死

者
を

埋
葬
す
る

に

当
り

墓
穴
は

東
西
に

掘
ら
れ

て

い

る

が
、

こ

れ

も
自

然
の

現
象

、

つ

ま

り
、

太

陽
の

運

行
を

も

と
に

考
え

ら
れ

て

い

る

の

で

あ
ろ

う
。

こ

の

場
合

、

死
者
を

南
に

む
か

せ

た

ま
乂

男
な
ら

ぽ

右

を

下

に

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

 

し
、

女
な
ら

ぽ
左
を

下
に

し

て

穴
に

横
た

え
て

い

る
。

同

じ

ア

フ

リ

カ

の

ア

パ

ル

イ

ア

族
の

場
合
は

、

死

者
は

顔
を

西
に

む

け
生
ま

れ
た

ま
玉

の

裸
体
で

埋

葬
さ

れ
る

。

裸
体
で

埋

葬
す
る

こ

と

は

来
世
へ

の

生
誕
を

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

 

あ

ら

わ

す
も
の

と

信
じ

ら

れ
て

い

る

か

ら

で

あ
る

。

中
国
の

東
北
省
中

部
で

は
、

死
す
れ
ば

北
枕
ま

た
は

西

枕
と

す
る

地
方
が

多
く

、

イ

ン

ド

近
在
の

回

教
徒
た

ち

は

頭
を

東
に

向
け
る

も
の

も
あ

れ

ば
北
に

向
け
る

者
も

あ
る

。

マ

レ

イ

シ

ア

の

回

教
徒
た

ち

は

頭
を
南
に

、

足
を

北
に

す

る

風
習
が

あ
る

。

し

か

し

回

教
徒
の

場
合
に

は
、

必

ず
死

者
の

顔
か

頭

の

方
向
の

い

ず
れ
か

を

回

教
の

聖

地
メ

ッ

カ

に

む

け

る
こ

と
を
強
い

ら

れ

て

い

る
。

　

東
南
ア

ジ

ア

の

華
僑
の

人
た
ち

は

保
守
的
な

傾
向
が

強
く

、

必

ず
と

言
っ

て

よ

い

く
ら
い

母

国
の

形

式
を

現
在
で

も
踏
習

し
、

死
者
の

方
角

を

正

庁
の

玄
関
（

入

口
）

に

足
が

む

く
よ

う

に

安
置
さ

れ
て

い

る
。

こ

れ

に

対
し

て

泰
国
人
の

場
合
に

は
、

玄

関
に

横
た

え
て

死

者
を
安
置
す
る

傾
向
が

強
い

。

こ

れ

が

自
然
環

境
の

異
な
っ

た

嶋
与
部
の

場

合
に

は

ど

　

　

　

　
　
　
　
　
　
 

う
で

あ
ろ

う
か

。

太
平

洋
ミ

ク

ロ

ネ
シ

ア
、

（

マ

ー

シ

ャ

ル

・
パ

ラ

オ
・

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

あ
お

む
き

ク

サ

イ

諸
島
）

な
ど
に

お

い

て

は
、

死

者
を

普
通

仰
臥
に

さ

せ

頭
を

東
方

五
三
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一Eleotronlo 　Llbrary 　



Komazawa University

NII-Electronic Library Service

Kom 三1z 三1w 三1　 Umversrty

仏
教
葬
送
事
物
の

発
展
比

較
考

　
そ
の

二

（

和
田
）

に

顔
面
を

北
に

む

け
さ

せ

る

が
、

ヤ

ツ

プ

で

は

東
を
臨
め

る

よ

う
に

頭

を
む

け

さ
せ

て

い

る
。

前
者
の

顔
面
を

北

に

む
か

せ

て

い

る

理

由
は

、

当
地
で

す
で

に

信
じ
ら

れ

て

い

る
よ

う

に
、

そ
の

方
角
に

住
ん

で

い

る

荒
神
「

ラ

ジ
ム

イ

ア

ム

エ

ン
」

の

崇
り

に

触
れ
て

不

漁
を

招
く
こ

と

を

避
け
る
た

め

と

考
え
ら

れ
て

い

る
。

要
す
る

に

死
に

当
っ

て

の

頭

部
の

位
置
や

埋

葬
を

す
る

方
角
は
、

或
る

特
定
の

宗

教
的
教
祖
を

帰
依

す
る

人
た

ち

に

と
っ

て
、

教
祖
の

死
の

場
合
の

故

事
と

同
様
の

方

角
を

ま

ね

た

り
、

ま
た

は
、

教
祖
の

祭
ら

れ

た

方

向
と

同

面
、

同
頭
に

さ
せ

た

り

す
る

の

が

常
で

あ
る

。

民
間
信
仰
を

中
心

と

す

る

場

合
に

は

伝
承

伝
記

な

ど
を

参
考
に

し

て

行
わ

れ
、

更
に

、

風
土

信
仰

な

ど
に

よ

る

場
合

は
、

気
候

、

地

形
、

星
辰
・

太

陽
の

運
行
な
ど

を

背

景
と

し

て

考
察
す

る

場
合
が

あ
る

と

考
え
ら

れ
る

。

中
国
・

中
華
民
国
・

朝
鮮
半
島
な

ど

東
南
ア

ジ

ア

の

各
地
で

行
わ

れ
て

い

る

「

風
水
の

説
」

に

よ

る

埋

葬
法

な

ど

も
上

記
に

準
ず
る

も
の

で

あ

ろ

う
。

厳
密
に

言

う

と
こ

ろ
の

風
水

の

説
は

広
範
囲

に

考
え
ら

れ

る
。

つ

ま
り

、

中
国
古
来
の

陰
陽
五

行
の

思
想
を

基
礎
と

し

て
、

寺
院
や

墳
墓

、

住
宅

、

部
落
な
ど

を

建
立

す
る

際
に

幸
運

を
招
く
よ

う
に

地
相
を

選
定
し

、

同

時
に

災
害
よ

り

免
か

れ

る

た

め

に

必
要．

な
論
理
を

示

し

た
の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な
仕

事
に

従

事
す
る

人
た

ち

を
一

般
に

地
理

師
と

呼
ぽ

れ
て

い

る

が
、

現
在
で

も
中

華
民
国
な

ど

大
霊
園
の

近
く
に
、

し

ば
し

ば
か

よ

う

な

看
板
の

か

エ

げ

ら

れ
て

い

る

の

を

見
る

こ

と

が

出

来
る

。

別

名
、

地
理

師
を

陰
陽
師

、

ま

た

は

風
水
先
生

と

呼
ん

で

い

る

と
こ

ろ

も
あ
る

。

風

水
の

出

処
で

あ

五

四

る

が
、

元

来
、

風
と

水
と

は

宇
宙
構
成
の

根
源
と

考
え

ら

れ
、

こ

の

風

と

水
の

調
和
す

る

と
こ

ろ

に

子

孫
が
繁
栄
す
る

も
の

と

考
え
ら

れ
て

い

た
。

埋

葬
を

す

る

と

き
に

は

必

ず
地
理

師
を

訪
ね

、

死
者
の

生

年
月
日

や
死

亡
の

月

日

等
を

中
心
と

し

た

事
々

を

も
と

に

し
て

占
っ

て

も
ら

い
、

そ

れ
に

よ
っ

て

生
じ

、

構
成

さ

れ
た

と

こ

ろ

の

風

水
の

論
理
に

よ

り、

こ

れ
に

応
じ

た

墳
墓
（

棺
を

横
た

え
る

方
角
も

同
時
に

決
定
さ

れ
る
）

が

建
設
さ
れ

た

の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

そ
の

方
法
は

、

墓

地
の

一

ケ

所

に

杭
を

打
ち

、

そ
こ

を

基
準
に

羅
針
盤

に

て

風
水
の

理
に

よ
っ

て

定
め

ら

れ
た

他
の

箇
所
に

も
杭
を
打
ち

糸
で

結
ぶ

。

そ
の

糸
は

赤
印
の

入
っ

た

も
の

で
、

埋
葬
後
も
そ
の

ま

墨

に

し

て

残
さ
れ
て

い

る

の

が

目

に
つ

く
。

こ

の

方

角
通
り

に

埋

葬
を

し

な
い

場
合
は

風
水
の

説
に

背
く
も
の

と
し

て

福
を

得
ら

れ
な
い

ぼ
か

り

か
、

子
々

孫
々

に

至
る

ま

で

害
を

及

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
 

ぽ

す
も
の

と

考
え
ら

れ
て

い

る
。

韓
国
の

人
た

ち

が
一

般
に

葬
送
の

儀

式
を

重
ん

じ
、

墓
地
の

選
定
に

力
を

至

し

墳
墓
を

大
切
に

す
る
の

は
、

父

母
や

先
祖
に

対
す
る

孝
行
の

念
が

強
い

と

言
う

よ

り

も
、

む
し

ろ
、

斯
く

す
る

こ

と
に

よ
っ

て

自
己

や

子
孫
の

た

め

に

必

ず
繁
栄

や

幸
福
を

招
く
か

ら
で

あ
っ

て
、

若
し

も
こ

の

よ

う

に

し

な
い

場
合
は

霊
魂
は

安

ら
か

な

浄
土

を

得
る

こ

と

が
出

来
ず、

あ
の

世
を

さ

迷
い

歩
き

、

家
族

の

安
昌
を

妨
害
す
る

も
の

と

考
え
た

か

ら
で

あ
る

と

し
、

一

家
に

不

祥

事
が

あ

れ
ば

必
ず
巫

者
を

呼
ん

で

墓
地
の

方
位
を

ト
し
、

そ
の

安
否
を

　
　
　
　
　
　
　

　

　
か

け

　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

 

墓
地
の

修
理
・

改
造
に

賭
た
と

言
わ

れ

て

い

る
。

チ

ベ

ッ

ト

地
方
に

お

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
お

さ

い

て

も
地
理
師
に

準
じ
た

役
を
ラ

マ

僧
や

村
の

長
に

よ
っ

て

行
わ
れ
て
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い

る

例
が
あ
り

、

葬
送
の

儀
を
行
う

に

当
り

今
日

死
亡

し

た

か

ら

と

言

っ

て

明

日

勝
手
に

施
行
す
る

わ

け
に

は

い

か

ず
、

や
は

り
、

生
年
月

日

や

そ
れ

に

か

な
っ

た

吉
凶
の

日
に

ち

が

あ
り

、

そ

れ
を
よ

く

考
慮
し

た

上
で

ど
の

よ

う

な
葬
儀
を
実
施
し

、

死

体
の

始
末
を

ど
う

処

理
し

た

ら

よ

い

の

か
、

古
来
か

ら
の

尊
い

書
物
を

見
て

葬
儀
に

用
い

ら

れ
る

経
典

の

種
類
や

出
棺
の

日

時
、

死

体
処
理
の

方
法
な
ど

が

決
め

ら

れ
て

い

る

と

言

わ

れ
て

い

る
。

い

ず
れ

に

し

て

も、

死

者
の

処
理
は

大
自

然
の

運

行
に

逆
ら

わ
ぬ

よ

う

気
を

配
ら

れ
て

い

た

こ

と
は

確
か

な
こ

と
で

あ
っ

た
。

四

　
葬
送
儀
礼
の

中
で

動
物
の

霊
の

介
入
を

恐
れ
る

習

俗
は

割
に

多
く

、

そ
の

中
で

も
猫
に

関

す
る

伝
承
は

中
国
を
は

じ

め

と
し

て
、

中
華
民

国
、

朝
鮮
半
島
日

本
な
ど
の

諸
国
に

伝
播
し

て
い

る
。

日

本
の

場
合
に

は

湿
気
が

多
く

、

水
稲
を

中

心

と
し

た

穀
物
的
農
業
の

展
開

、

こ

れ
に

伴
う

ね

ず
み

の

害
悪
を

守
る

た
め

、

と

く
に

猫
族
の

需
要
性

を

必
要
と

し

た
。

そ

れ
故

、

猫
に

関
す
る

説
話
は

予
想
以
上

に

拡
大
さ

れ
、

近
隣

諸
国

に

お

け
る

物
語
を

遙
か

に

超
越
す
る

に

至
っ

た
。

猫
に

つ

い

て

は

　
　
　
　
 

す
で

に

印

度
に

お

い

て

中
阿
含
経
や

増
一

阿

含
経
・

涅
槃
経
な
ど
の

中

に
、

中

国
に

お

い

て

は

礼
記
や
説

苑
の

中
に

記

さ

れ
て

い

る
。

日

本
に

お

い

て

も
奈
良

時
代
後
期
か

ら
平

安
時
代
に

か

け
て

、

宇
多
天

皇
御
記

（

一

八

八

八

年
頃
）

　

和
名
妙
（

九
一

〇

年
）

　

枕
草
子
（

一

〇
〇
〇
年
）

仏
教
葬
送
事
物
の

発
展
比

較
考
　
そ
の

二

（

和
田
）

源
氏
物
語
（

一

〇
〇
七

年
）

　

更
級
日

記
（

一

〇
五

九
年
）

　

今

昔

物

語

（

一

〇
七
七

年
）

な

ど
の

諸
本
に

掲
載
さ

れ、

そ
の

多
く
が

猫
の

珍
重
に

し

て

可
隣
な

る
こ

と

が

述
べ

ら
れ
て

い

る
。

た
父

一

部
、

今
昔

物
語
や

日

本
霊
異
記
の

中
に

は

例

外
的
に

猫
の

悪
業
ぶ

り

を
「

非
理
に

他
の

物

を

奪
い

、

悪

行
を

為
し

、

悪
報
を

受
け
奇
事
を

示
す
縁
」

と

紹
介
さ

れ

て

い

る
。

そ
の

の

ち
、

明

月
記
や

徒
然

草、

塵
添
壗
嚢
抄

（

巻
八
）

つ

ま

り

鎌
倉
時

代
か

ら

南
北

朝
、

室
町
時

代
に

な
る
と

、

「

猫
股
」

の

異

名
を
は

じ

め

と

し
て

、

猫
は

そ
の

魔
性

妖
奇
譚
ぶ

り
を

発
揮
し

、

だ

ん

だ
ん

と

猫
の

悪

名
が

高
く

な
る

。

こ

れ
は

お

そ

ら

く
、

1
、

猫
の

明
暗

に

よ

る

瞳
の

変
化

　
2

、

毛

を

逆
に

憮
ぜ
る

こ

と
に

よ
っ

て

生

ず
る

と

こ

ろ

の

静
電
気
の

青
色
光
の

発
光
作
用

　
3

、

時
と

場
合
に

よ

っ

て

の

性
格
行
動
の

急
変
　
4

、

急
激
な

体
調
の

変
化

　
5

、

猫
の

持
つ

残
虐

性
（

猫
は

獲
物
を

す

ぐ
に

殺
さ

ず、

「

定
期
間
も
て

あ
そ
び

、

そ
の

の

ち、

急

　
　
　

　

　

　

　
か

み

所
を
一

撃
の

も
と
に

噛
つ

き
殺
害
す
る

。

）

1
そ
の

方
が

食
べ

る

場
合
に
一

番
う
ま
い

と

言

わ

れ
る

ー
な
ど

の

理

由
に
よ

る

も
の

と

思

わ

れ
る

が
、

最
も

根
本
的
な

も
の

は
、

猫
が

仏
教
の
一

番
罪
悪
視
さ

れ
て

い

る

と

こ

ろ

の

殺
生
戒
を

犯
す
動
物

、

つ

ま

り

肉
食
動
物
で

あ
る

と

言
う
こ

と

で

あ
る

。

し

か

も
、

人

間
と

＝
蕾

近
い

と
こ

ろ

に

住

む

動
物
で

あ
る

だ

け

に
、

悪
業
の

中

心

と

な
っ

た

も
の

と

思

わ
れ

る
。

鎌
倉
時
代
以

降
の

識

者
の

多
く
は

僧
侶
に

よ
っ

て

占
め

ら

れ
、

し

か

も
、

斯
か

る

階
級
の

人

た

ち

に

よ
っ

て

多
く
の

著
書
が

な
さ

れ
た

瓦

め

猫
の

評
判
は

時
代
と

共

に

下

降
を
た

ど

り
、

中
国

（

大

陸
）

よ

り
の

猫
魔
関
係
の

故

事
伝
説

が

五
五
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仏
教
葬
送
事
物
の

発
展
比
較
考
　
そ
の

二

（

和
田
）

更
に

拍
車
を

加
え
て

、

死

者
と
の

関
連
を

も
っ

た

種
々

な

る

因
縁
説

話

が

発
展
伝
播
し

て

い

っ

た

の

で

あ
る

。

本
来

、

死

者
と

猫
に

関
す
る

と

こ

ろ

の

伝
承
は

中
国
大
陸
に

あ
っ

た

も
の

で

あ

ろ

う
が

、

以
上
の

如
き

日

本
的
風
土

環
境
に

よ
っ

て

種
々

な
る

俗
説
が

各
地
に

生
じ、

日

本
独

自
の

内
容
と

な
っ

て

現
在
に

ま

で

残
さ

れ
た

も
の

と

思
わ

れ
る

。

そ
の

分
布

も
日

本
全
土
に

及
ん

で

お

り
、

そ
の

表
現
法

も
中
国
の

そ

れ

と
は

　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

 

大
部
変
っ

て

い

る
。

日

本
の

場

合
の

猫
魔
説
の

発
祥
は

や
は

り

中

国
的

な
猫
股
の

思
想
よ

り
生

じ
、

そ

れ
が

日
本

本

来
の

猫
の

驚
異
感
と

仏
教

俗
信
と

加

味
さ

れ
て

発
展
し

た

も
の

と

考
え

ら
れ

る

ふ

し

が

あ
る

。

そ

　
な
か

の

中

渡
し

を

果
し
た
の

が

伝
道

僧
侶
を

囲

む

庶
民
た

ち
で

あ
っ

た
の

で

あ
ろ
う

。
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献
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年
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行

　
（
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二
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・
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道
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一

七
五

頁

 

大
森
元
吉
「

ア

フ

リ

カ

の

宗
教
哲
学
」

昭
和
四

十
五

年

法
政
大

学
出

　
版
局
発
行
　
「

八

〇
頁

 
　
松
岡

静
雄
「
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ネ

シ
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民
族
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」

昭
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八

年
　
岩
波

書
店
発
行

　
三
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井
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章
次
「

仏
教
以

前
」

昭

和
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十
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年

古
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書
院
発
行

五

八

　
頁

 
　
「

日

本
の

葬
儀
」

昭
和
五

十
年
　
冠
婚
葬
祭
新
聞
社
発
行
　
三
七

頁

　
六
「

頁

 

「

日

本
の

葬
儀
」

昭
和
五

十
年

冠
婚
葬
祭
新
聞

社
発
行

七
「

頁

 

襲
天
民
「

中

国
人
の

葬
送
習
俗
」

昭
和
三

十
五
年
（

仏
教
と

民
俗
中
）

　
三

八

頁

 

鈴
木
清
一

郎
「

台
湾
の

冠
婚
葬
祭
」

昭

和
九
年

台
湾
日
日

新
報
社
発

　
行

　
五

四
頁

 

襲
天
民
「

中
国
人
の

葬
送
習
俗
」

昭
和
三

十
五

年
（

仏
教
と

民
俗
中
）
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三

九
頁

 

デ
・

ホ

ロ

ー

ト

「

中
国

宗
教
制
度
I

」

昭

和
二

十
一

年
大

雅
堂

発
行
前

　
同
　
六

九
頁

 
　
鈴
木
清
一

郎
「

台
湾
の

冠
婚
葬
祭
」

昭
和
九

年
　
台
湾
日

日
新

報
社

発

　
行
　一

＝

四

頁

 
　
デ
・

ホ

ロ

ー

ト

「

中
国
宗
教
制
度
1

」

二

十
一

年
大
雅
堂
発
行
前
同

　
二

五

頁

 
　
井
之
口

章
次
「

日

本
の

葬
式
」

一

九
六

五

年
　
早
川

書
房
発
行
　
八

九

　
頁

 
　
井
出
季

和
太

「

支
那
の

奇
習
と

異
聞
」

昭
和
十
年
平
野

書
房
発
行
　
六

　
九
頁

 
　
内
田

道
夫
編
「

北

京
風

俗
図
譜
」

昭

和
三
十
八

年

　
平
凡
社
発
行
　
八

　
二

頁

 
　
井
之
口

章
次
「

日

本
の

葬
式
」

一

九
六

五

年
　
早

川
書
房
発
行
　
九
五

　
頁

 
　
デ
・

ホ

ロ

ー

ト

「

中
国
宗

教
制
度
1

」

昭

和
二

十
一

年
大
雅
堂

発
行

　
一

四
二

頁

 
　
「

日

本
の

葬
儀
」

昭

和
五

十
年

　
冠
婚
葬
祭
新
聞
社

発
行

　
一

七
七

頁

 
　
名
嘉
真
宜
勝
・

恵
原
義
盛
「

沖
繩
・

奄

美
の

葬
送
・

墓
制
」

昭
和
五

十

　
四

年
　
明
玄
書
房
発
行
　
二

二

頁

 
　
上

間
貞
俊
・

小
底
致
市
「

八

重
山
・

大
浜

村
の

郷
土
誌
」

昭
和
五

十
二

　

年
　
レ

ザ

ー

ル

企

画
発
行
　
一

五

頁

 
　
今
村

鞆
「

朝
鮮
風
俗
集
ー
朝
鮮
の

葬
儀
！

」

大
正
三

年
　
斯
道
館
発
行

　
六

二

頁

 
　
韓
東

亀
編
「

韓
国
の

冠
婚
葬
祭
」

昭
和
四

十
八

年
国
書
刊
行

会
発
行

　
　

仏
教
葬
送
事
物
の

発
展
比

較
考
　
そ
の

二

（

和
田
）

　
二

六

七

二
一
八

四
頁

 
　
大

木
伸
一

訳
「

シ

ベ

リ

ア

の

民
俗
学
」

一

九
七
四

年
　
山

崎
美
術
社

発

　
行
　
五
二

頁

 

　
田

上
忠
之
「

蕃
人
の

奇
習
と

伝
説
」

昭

和
十

年

　
台
湾
蕃
族
研

究
所
発

　
行

七

四

頁

 

　
大

木
伸
一

訳
「

シ

ベ

リ

ア

の

民
俗
学
」

一

九
七
四

年

　
山

崎
美
術
社

発

　
行

　一

四
五

頁

 

　
大
森
元

吉
「

ア

フ

リ

カ

の

宗
教
哲
学
」

昭

和
四

十
五

年
法
政
大

学
出

版

　
発
行

　
一

七
七

頁

 
　
大
森
元
吉
「

ア

フ

リ

カ

の

宗
教
哲
学
」

昭

和
四

十
五

年
　
法
政

大
学
出

　
版
局
発
行

　
一

八
二

頁

 
　
「

満
州
風
俗
誌
」

昭

和
十

年
　
満
州
事
儔
研
究

会
発
行
　
一
一

〇
頁

 
　
松
岡
静
雄
「

ミ

ク

ロ

ネ
シ

ア

民
族
誌
」

昭
和
十
八

年
　
岩
波
書
店

発
行

　
三

二
頁

 

重
田

勘
次
郎
「

世
界
風
俗
志
」

明
治
三

十
七

年

博
文
館
発
行

八

四

　
頁

 

　
河
口

慧
海
「

チ
ベ

ッ

ト

旅
行

記
」

　
一

九
七
八

年
　
白
水

社
発
行
　
二

　
七
二

頁

 

　
和
田

謙
寿
「

仏
教
の

地
域
発
展
」

昭

和
五

十
三

年
　
仏
教
民
俗
研

究
会

　

発
行
　
三

六
八

頁

 

　
今
泉
吉
典
・

今
泉
吉
晴
「

ネ

コ

の

世

界
」

昭
和
五

十
五

年
　
平
凡

社
新

　

書

　
一

三

九
頁

五

七
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