
台
湾

の
喪
葬

に

つ
い
て

(
岡

田
)

台
湾

の
喪
葬

に

つ
い
で

岡

田

栄

照

台
湾

で
挙
行
せ
ら
れ
る
喪
礼

の
多
く
は
清
代
、
龍
渓

の
人
、
呂
子
振

の
編
輯
に
よ
る

「
家
礼
大
成
」
が
基
本
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
本
は

「朱
子
家
礼
」
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
文
献
は
極
め
て
繁
文
褥
節

で
あ

り
累
代
の
士
大
夫

の
改
訂
に
よ
り
地
域
と
時
代
、
そ
し
て
各
階
層
に
於

て
演
変
を
重
ね
て
い
る
。

民
間
に
通
常
施
行
さ
れ
て
い
る
葬
儀

の
風
習
は
大
陸
と
類
似
し
、
死

者
に
対
す
る
処
理
は
精
霊
信
仰
、
祖
先
崇
拝
、
守
礼
尽
孝
、
巫
法
と
輪

廻
、
家
族

と
子
孫
繁
栄

の
誇
示
等

々
、
複
雑
な
観
念
に
左
右
さ
れ

つ
』

全
力
投
球

で
度
修
さ
れ
る
。

台
湾
の
住
民
は
大
多
数
が
閾
男
両
省
に
祖
籍
を
有
す
る
の
で
通
行
的

礼
俗
も
両
者
の
大
系
に
分
岐
す
る
が
裁
然
な
る
区
別
は
な
い
。

寿
終
正
寝
、
中
年
以
上
で
配
偶
者
、
子
女
が
そ
ろ

っ
て
い
る
状
況

で

臨
終
を
迎
え
、
正
庁
に
移
さ
れ
て
死
亡
す
る
こ
と
は
中
国
人
の
光
栄
と

す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
病
人
が
危
篤
の
場
合
、
病
人
を
寝
室
か
ら
正
庁

に
移
す
こ
と
を
徒
舗
、
移
舗
、
掃
庁
、
搬
舗
な
ど
と
称
せ
ら
れ
る
。

仏
教
徒
は
断
気
後
、

八
時
間
し
て
か
ら
徒
舗
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
。

本
省
人
の
観
念
と
し
て
死
者
が
寝
室
に
あ
る

こ
と
は
忌
誰

に
ふ
れ

る
。
男
は
正
庁
の
右
、
女
は
左
に
移
さ
れ
、
年
長
者
が
生
存
し
て
い
る

時
は
未
成
年
の
瀕
死
者
は
徒
舗
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
な
い
。

徒
舗
さ
れ
る
人
が
死
後
に
家
族
に
配
分
す

る
遺
物

(形
見
)
は

「
手

尾
銭
」
と
い
わ
れ
る
。

病
人
が
危
篤
の
時
に
家
族
は
川
辺
に
行

っ
て
流
水
を
汲
む
が
、
乞
水

と
も
買
水

(銅
銭
を
川
に
投
入
す
る
)
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

全
福
人
、
好
命
人

(幸
福
な
老
女
)
を
招
い
て
沐
浴
の
式
を
行
う
。
現

在
の
淡
水
河
は
汚
染
が
進
ん
で
い
る
の
で
乞
水

の
対
象
と
な
ら
な
い
。

寿
衣

(経
帷
子
)
は
必
ず
相
続
人
が
試
着
し
て
か
ら
死
者
に
着
せ
る
。

寿
衣
は
、
洋
は
陽
に
通
じ
(陽
間
は
こ
の
世
、
あ
の
世
は
陰
間
)
る
の
で
材

料
と
し
て
避
け
る
こ
と
が
あ
り
、
鍛
子
は
断
子

と
同
音
な
る
故
に
使
用

さ
れ
な
い
。

「套
杉
」

の
終
り
に
素
麺
と
紅
糖

を
食

べ
、
延
命

に
あ
や
か

っ
て

「
抽
寿
」
が
な
さ
れ
る
。
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死
者
の
足
元
に
供
え
ら
れ
る

一
杯

の
飯

(戸
外
で
炊
か
れ
る
)
は
脚
尾

飯

(枕
飯
)
と
い
わ
れ
、
家
鴨

の
茄
卵
と
二
本
の
箸
が
立

て
ら
れ
る
。

脚
尾
飯

は
閾
南
の
下
層
社
会
の
風
俗
で
あ
り
、
中
流
で
は
御
馳
走
を

供
え
て
礼
拝
す
る
。

棺
の
購
入
は
大
事
な
こ
と
で
あ

つ
て
富
裕
な
人
は
健
在
の
時
に
、
寿

板

(棺
)
を
用
意
し
棺
木
店
で
保
管
さ
れ
る
。

寿
衣
と
寿
板
を
用
意
す
る
こ
と
は
延
命
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方

が
あ
り
、

台
北
市
の
人
は
上
等
の
棺
を
求

め
て
艦
艀

(
万
華
)
或

は
大

稲
堤

(延
平
北
路
)
に
行
く
が
、
特
上
の
棺
を
求
め
て
近
郊

の
新
荘
ま

で
出
向
く
人
も
あ
る
。

棺
を
求
め
に
行
く

こ
と
を
接
棺
と
い
い

「
買
棺
柴
」
と
云
わ
な
い
で

「買
大
暦
」
、
「放
板
仔
」
と
云
い
換
え
る
。

屋
外

で
死
亡
し
た
人
は
、
そ
の
遺
体
が
家
の
中
に
搬
入
さ
れ
る
こ
と

が
許
さ
れ
な
い
の
で
門
外
の
天
幕

の
中
に
棺
が
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。

風
俗
習
慣
は
人
為
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
禁
忌
も
多
い
が
抜
け
道
も

工
夫
案
出
さ
れ
て
い
る
。

一
昔
以
前
は
父
母
が
死
去
し
た
時
、
孝
男
は
四
十
九
日
間
、
外
出
を

禁
ぜ
ら
れ
た
。

こ
の
慣
習
を
厳
重
に
遵
守
す
る
こ
と
は
、
可
成
り
無
理
な
こ
と
で
あ

り
、
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
外
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

広
東
省
東
部
の
客
家
人
の
祖
籍
地
で
は
、
人

々
は
次
の
よ
う
な
変
通

的
方
法
を
案
出
し
て
い
る
。
即
ち
、
笠
で
顔
を
か
く
し
外
出
し
て
仕
事

に
従
事
す
る
と
い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
、

こ
の
慣
習
は
台
湾
に
も
伝
入

し
た
が
現
今
で
は
あ
ま
り
み
か
け
ら
れ
な
い
。

閾
南
の
農
村
の
風
習
で
は
母
が
死
亡
す
れ
ば
、

そ
の
兄
弟
の
験
死
を

待

っ
て
入
棺
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
。
女
性
が
虐
待
さ
れ
た
時
代

の
風
習
の
残
存

で
あ
る
。
し
か
し
男
女
平
等

の
今
日
で
も
台
北
地
区
で

は
、

こ
の
風
習
の
元
来

の
意
味
を
伝
え
誤

っ
て
、
父
が
死
亡
し
た
時
、

母
の
兄
弟
に
死
体
を
検
分
さ
せ
る
と
い
う

一
知

半
解

の

こ
と
が

あ

っ

た
。
今

で
は
、
道
理
に
あ
わ
ぬ
こ
の
よ
う
な
習
慣
は
省
略
さ
れ
て

「大

強
」
の
日
に
舅
舅

(母
の
兄
弟
)
が
到
着
す
る
と
、

す
ぐ
に
棺
の
蓋
を
す

る
よ
う
に
な

っ
た
。

両
親

の
死
の
消
息
を
き
い
た
娘

(他
家
に
嫁
し
た
)
は
実
家
が
近
づ
い

た
時
、
「突
路
頭
」
が
必
要
に
な
る
。
大
声
で
叫

び
つ
つ
、
あ
り

し
日

の
父
母
の
慈
愛
が
い
か
に
深
甚

で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
惜

別
の
情
を
惜
し
み
な
く
表
演
す
る
。
こ
の
情
景
を
見
物
す
る
こ
と
は

一

種
の
娯
楽
と
す
ら
な

っ
て
い
た
が
今
で
は
見
物
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

り
、

こ
の
風
習
は
読
書
人
に
は
な
い
。

納
棺
は
大
強
、

入
強
と
称
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
時
刻
に
つ
い
て
択
日

師

に
選
定
を
依
頼
す
る
こ
と
が
あ
る
。

納
棺
前
に
、
酒
席
を
も
う
け
和
尚
を
招
き
続
経
、
亡
魂
を
超
渡
す
る

こ
と
を

「辞
生
」
と
い
う
が
、

六
道
輩
菜
、
六
道
素
菜
を
具
備
し
た
十

二
道
が
用
意
さ
れ
る
。

台
湾

の
喪
葬

に

つ
い
て

(
岡

田
)
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台
湾

の
喪
葬

に
つ
い
て

(
岡

田
)

次
に
、
「割
國
」
(
コ
ア
カ
ウ
)
に
つ
い
て
略
述
し
よ
う
。
家
族
は

一

条

の
長
い
麻
糸
を
亡
者
の
袖

口
に
つ
な
ぎ
、
そ
の
糸
を
引
く
。
家
族
は

そ
の
麻
の

一
端
を
握
り
、
司
公
が
そ
れ
を

一
段

一
段
と
、
切
断
し
、
皆

の
握

つ
て
い
る

一
段
の
糸
を
銀
箔
に
包
装
し
火
中
に
於

て
燃
焼
さ
せ
る

こ
と
を
い
う
が
、
死
者
と
家
族
と
の
関
連
を
断
絶
せ
し
め
る
こ
と
を
意

す
す
る
。

納
棺
に
際
し
て
は
若
干
の
冥
紙
、

一
本
の
桃
枝

(黄
泉

へ
の
旅

の
途

次
、
野
獣

を
駆
逐
す
る
た
め
の
も
の
、
桃

の
避
邪

に

つ
い
て
は
、
左

伝
、

潅
南
子
、
を
は
じ
め
多
く
の
文
献
に
記
さ
れ

て
い
る
)
、
一
つ
の

石
、
ゆ
で
た
鶏
卵
、

一
枚

の

「過
山
袴
」
、
豆
鼓
包
が
用
意
せ
ら
れ
る
。

袴
の
発
音
は
客
家
語

で
富
と
同
音
で
あ
り
、
吉
祥
と
さ
れ
て
い
る
。

「過
山
袴
」
の
縫

い
方
は
変
則
的
に
し
て
あ
る
の
で
陰
間
に
行
く
中
途

で
鬼
に
与
え
、
鬼
を
騙
す
よ
う
に
製
作
さ
れ
て
い
る
。

「鶏
枕

」
は
赤
と
白

の
布
で
縫
わ
れ
中
に
銀
紙
を
封
入
し
た
枕
で
あ

っ
て
棺
中

に
収
め
ら
れ
る
。

客
家
地
区
の
風
習
と
し
て

「跳
棺
」
の
儀
式
が
あ
る
が
、
後
顧

の
憂

な
く
後
妻

(続
弦
)
を
め
と
る
と
い
う
意
味
を
持

つ
が
、
日
本
統
治
時

代
に
「唐

山

二
帰

ル
」
と
い
う
こ
と
は
祖
国
、
中
国
に
対
す
る
懐
念

の
大

義
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
後
妻
云

々
な
ど
は
問
題
で
は
な
い
。

近
来
、

次
の
諸
件
に
関
し
て
随
俗
を
改
善
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意

見
が
、
政
府
筋
、
識
者
に
よ

っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。

一

人
道
上
、
断
気
以
後

に
移
舗
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
理
由
は
病

人
に
最
後
ま
で
適
当
な
医
療
を
継
続
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

二

検
死
の
習
俗
は
双
方
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
不
合
理
で
あ
る
。

三

戴
笠
、
套
杉
の
習
俗
は
よ
ろ
し
く
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

不
戴
清
朝
之
天
、
脚
不
踏
清
朝
之
地

と
い
う
漢
人
の
反
清
民
族
意
識
の
し
か
ら
し
む

る
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
時

代

の
進
歩
に
あ
わ
な
い
。

四

病
人
が
断
気
後
、
或

は
亡
者
が
入
強
の
時
に
開
魂
路
的
習
慣
が

あ
り
道
士
を
雇
傭
し
て
、
「跳
神
」
、
諦
経
の
作
法
を
な
す
時
に
、
拡
声

器
を
使
用
し
、
近
隣
の
安
寧
を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

五

入
強

の
時
に
、
桃
枝
、
石
頭
、
豆
鼓
、

飯
綱

(
だ
ん
ご
)
、
家

鴨

の
卵
を
収
め
る
こ
と
は
迷
信
的
色
彩
が
濃
厚

で
あ
り
、

そ
の
伝
説
、

由
来
は
荒
唐
無
稽
な
こ
と
が
多
い
の
で

一
考
を
要
す
る
。

六

告
別
式
、
忌
中
の
文
字
を
門
前
に
貼
布
す
る
こ
と
は
日
本
の
植

民
地
時
代
の
旧
習
で
あ
り
、
光
復
後
四
十
年
に

し
て
い
ま
だ

に
使
用

し
、
甚
し
き
に
い
た

っ
て
は
政
府
が
設
置
し
て
い
る
積
儀
館
に
於
て
す

ら
も
誤
用
し
て
い
る
こ
と
は
恥
辱
で
あ
り
、
よ
ろ
し
く
中
国
の
古
礼
に

よ

っ
て

「厳
制
」
、
「
慈
制
」
と
書
す

べ
き
で
あ

り
、
告

別
式

は

「
発

引
」
と
記
す
べ
き
で
あ
る
。

七

「計
聞
」
を
み
だ
り
に
濫
発
す
る
こ
と
は
厳
禁
す
べ
き
で
あ
る
。

大
多
数

の
公
務
員
は
、
よ
く
法
令
を
守

っ
て
い
る
が
往

々
に
し
て
治

喪
委
員
会

の
名
に
於
て
濫
用
さ
れ
て
い
る
。
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八

「
金
童
玉
女
」
の
風
俗
は
、
中
古
時
代
の
帝
王
の
殉
葬
を
真
似

た
も
の
で
あ
り
、
紙
で
こ
し
ら
え
た
人
形
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
費
用

の
か
さ
む
も
の
で
あ
る
。

歴
代
の
帝
王
に
あ

っ
て
も
名
君
は
詔
を
発
令
し
て
廃
止
し
た
と
い
う

こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。

九

風
水
説
に
よ

っ
て
墓
地
を
選
択
す
る
こ
と
は
公
墓
制
度
に
、
よ

く
な
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。

風
水
説

は
陰
陽
家
の
言
で
あ
り
、
中
国
の
歴
史
上
、
根
強

い
伝
統
が

あ
る
の
で

一
朝

一
夕
に
除
去
で
き
な
い
が

「福
人
得
福
地
」

の
説
も
あ

る
。十

台
湾
は
炎
熱

の
土
地
柄
で
あ
る
か
ら

「
入
強
」
の
後
、

な
る
べ

く
早
く
、

「打
桶
」
ま
で
の
停
枢
時
間
を
短
縮
す
べ
き
で
あ
る
。

十

一

送
残
の
花
車
は
よ
ろ
し
く
制
限
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に
指
導

的
立
場
の
人
は
範
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。

十
二

路
祭
に
つ
い
て

従
前
は
出
積
に
際
し
親
族
、
朋
友
が
先
を
争

っ
て
路
傍
に
机
を
置
い

て
酒
肴
を
用
意
し
て
弔
意
を
表
示

(路
祭
)
す
る
慣
習
が
あ
り
後

に
悪

く
利
用
さ
れ
て
喪
家
に
代
償
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
嫌
悪
せ
ら
れ

た
。
今
日
で
は
茶

の
み
を
準
備
す
る
か
、
或
は
廃
絶

の
傾
向
に
あ
る
。

一
般
的

に
は
喪
家
は

「路
祭
」
を
主
持
す
る
人
に
何
倍
か
の
金
銭
を

与
え
る
。
そ
の
金
銭
が
不
足
す
る
時
は
け
し
か

ら
ぬ

こ
と
が
起

り
易

く
、
用
心
棒

ま
で
要
請
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

近
年
は
、
車
社
会
の
出
現
に
よ
っ
て

「
路
祭
」
の
空
間
が
減
少
し
、

消
滅
の
運
命
に
あ
る
。

唐
、
宋
、
明
、
清
の
礼
典
に
路
祭
の
記
載
は
み
ら
れ
ぬ
が
宋
の
書
儀

(司
馬
温
公
撰
)
及
び
、
家
礼
に
そ
の
記
事
が
あ
り
、
清
代
の

「
彰
化

県
志
」
「重
修
鳳
山
懸
志
」
に

「路
祭
」

の
記
事

が
み
え
る
。

十
三

積
葬
行
列
の
各
種
の
「陣
頭
」
は
悉
く
排
除
す
べ
き
で
あ
る
。

中
国
文
化
の
偉
大
さ
は
物
質
文
明
に
あ
る
の
で
は
な
く
礼
楽
制
度
の
完

備
に
あ
る
。

出
殖
遊
行
に
於
て

「三
蔵
取
経
」
に
仮
装
す
る
こ
と
は
佛
教
を
冒
漬

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
を
制
定
し
て
厳
重

に
禁
止
す
べ
き
で
あ

る
。

(本
論
稿
の
成
立
に
関
し
て
は
台
湾
省
文
献
委
員
会

主
任
委
員
で
あ
ら
れ

た
林
衡
道
先
生
の
御
教
示
と
、
岡
山
大
学
に
留
学
中
の
高
淑
玲
さ
ん
の
御
協

力
が
得
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。)
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