
隠
さ
れ
る
死
／
示
さ
れ
る
死

須
　
藤
　
寛
　
人

は

じ

め

に

葬
送
儀
礼
は
死
の
隠
蔽
か
ら
は
じ
ま
る
。
人
の
顔
を
白
い
布
で
覆
う
こ
と
に
よ
っ
て
死
が
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
。
特
に
テ
レ

ビ
の
病
室
や
霊
安
室
の
シ
ー
ン
で
は
、
白
い
布
を
顔
に
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
が
示
さ
れ
る
。
後
に
み
る
よ
う
に
、
テ
レ
ビ

に
映
し
出
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
シ
ー
ン
が
、
必
ず
し
も
現
実
を
映
し
出
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
、
白
い
布

を
か
け
ら
れ
て
横
た
わ
る
人
を
死
体
と
し
て
み
な
す
観
念
は
、
日
本
で
は
幅
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
だ
け
に
限
ら
ず
、
顔
を
隠
さ
な
い
場
合
で
も
、
幾
重
も
の
衣
装
に
よ
っ
て
死
体
を
包
み
、
冠
や
マ
ス
ク
を
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
死
体
は
隠
さ
れ
る
。
し
か
し
、
単
に
隠
さ
れ
る
の
で
は
な
く
「
隠
さ
れ
た
」
状
態
、「
見
え
な
い
よ
う
に
し
た
」
状

態
が
見
え
る
よ
う
に
、
隠
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

死
が
隠
さ
れ
な
が
ら
も
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
は
、
死
に
際
し
て
、
多
く
の
文
化
圏
で
イ
コ
ン
や
図
像
が
生
み
出
さ
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れ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
葬
儀
に
お
い
て
死
体
を
隠
す
局
面
と
示
す
局
面
と
の
差
異
を
考
察
し
、

そ
こ
か
ら
人
々
の
死
を
め
ぐ
る
態
度
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
態
度
を
通
し
て
死
者
や
死
霊
が
如
何
に
と
ら

え
ら
れ
、
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

死
者
の
顔
や
身
体
を
隠
す
こ
と

最
初
に
西
欧
に
お
け
る
死
、
あ
る
い
は
死
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
か
つ
て
ギ
リ
シ
ャ
の
古
代
都
市
は
ア
ク
ロ

ポ
リ
ス
と
ネ
ク
ロ
ポ
リ
ス
と
い
う
、
截
然
と
区
分
さ
れ
た
幾
何
学
的
な
建
設
プ
ラ
ン
の
も
と
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。
ア
ク
ロ
ポ

リ
ス
は
ポ
リ
ス
の
中
核
を
な
す
丘
も
し
く
は
城
砦
を
意
味
し
、
そ
こ
に
は
都
市
の
守
護
神
を
祀
る
神
殿
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
軍
事
的
に
は
最
後
の
根
拠
地
に
な
る
が
、
や
が
て
宗
教
的
・
精
神
的
な
中
心
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ネ
ク
ロ
ポ

リ
ス
は
、
も
と
も
と
古
代
都
市
の
埋
葬
地
も
し
く
は
共
同
墓
地
の
こ
と
を
い
い
、
文
字
通
り
「
死
者
の
街
」「
死
の
町
」
を
意

味
し
て
い
た
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
の
古
代
都
市
お
よ
び
そ
の
影
響
を
受
け
た
地
域
で
は
市
城
の
外
側
に
設
定
さ
れ
、

市
を
囲
む
城
門
か
ら
延
び
る
街
道
沿
い
に
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
は
古
代
都
市
の
「
中
心
」
に
う
が
た
れ

た
生
の
国
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
ネ
ク
ロ
ポ
リ
ス
は
そ
の
「
外
延
」
に
設
置
さ
れ
た
死
の
国
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

っ
た
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
場
合
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
城
壁
で
は
な
く
、
ナ
イ
ル
川
を
宇
宙
軸
と
す
る
分
断
に
よ
っ
て
死
者
の
国
は

生
者
の
国
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
山
折
哲
雄
「
神
話
に
現
れ
た
世
界
像
」『
日
本
の
社
会
史
第
７
巻
社
会
観
と
世
界

像
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）。

し
か
し
、
死
が
生
者
の
領
域
へ
と
入
り
込
ん
で
く
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
ア
リ
エ
ス
を
通
し
て
、
西
欧
社
会
に
お
け
る

死
の
諸
相
を
概
観
し
、
後
に
み
る
日
本
の
死
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
比
較
資
料
を
提
示
す
る
。
死
者
は
何
千
年
も
の
あ
い
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だ
「
外
延
」
へ
と
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
町
の
中
へ
と
入
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
、
と
い
う
よ
り
は
、

ア
フ
リ
カ
起
源
の
殉
教
者
の
崇
拝
と
と
も
に
は
じ
ま
っ
た
。
殉
教
者
た
ち
は
町
の
外
の
ネ
ク
ロ
ポ
リ
ス
へ
と
葬
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
何
層
に
も
積
み
重
ね
ら
れ
た
石
棺
の
上
に
教
会
が
建
て
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
そ
の
周
り
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と

を
望
む
よ
う
に
な
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
五
世
紀
を
境
に
、
教
会
と
墓
地
と
の
区
別
が
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
教
会
と
は
死
体
を
隠
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
死
体
が
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
宗
教
施
設
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
教
会
内
に
死
を
集
積
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
態
度
が
一
四
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
緩
や
か
に
広

が
っ
て
い
く
。
宗
教
者
に
よ
る
死
者
儀
礼
、
す
な
わ
ち
赦

が
死
に
介
入
し
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
聖
職
者
が

死
者
の
た
め
に
詩
篇
を
読
み
、
死
者
の
身
体
へ
香
を
捧
げ
、
聖
水
を
振
り
か
け
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
埋
葬
の
と
き
に
も
死
体

に
た
い
し
て
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
更
に
次
代
が
下
が
る
と
死
者
に
聖
体
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て

次
な
る
変
化
が
一
八
世
紀
を
過
ぎ
よ
う
と
す
る
頃
か
ら
生
ま
れ
は
じ
め
る
。
遺
言
の
内
容
が
、
か
つ
て
は
死
に
ゆ
く
も
の
の
宗

教
的
意
志
を
示
し
て
い
た
も
の
が
、
財
産
分
与
に
つ
い
て
の
内
容
だ
け
に
な
っ
て
い
き
、
宗
教
的
意
志
は
近
親
者
に
委
ね
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
変
化
に
平
行
し
て
、
近
親
者
の
喪
に
お
け
る
態
度
も
変
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
服
喪
は
、
個
人
の

家
族
に
た
い
し
て
、
悲
し
み
を
表
明
す
る
こ
と
を
強
制
し
た
一
方
で
、
心
か
ら
悲
し
ん
で
い
る
遺
族
を
過
度
の
悲
し
み
か
ら
護

る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
喪
が
も
つ
二
つ
の
区
分
は
な
く
な
り
、
少
な
く
と
も
外
見
上
は
、
自

発
的
で
過
度
な
悲
し
み
の
表
明
と
な
っ
た
。
新
た
な
喪
の
表
明
が
、
一
九
世
紀
以
降
の
墓
と
墓
地
礼
拝
の
起
源
と
な
る
。
教
会

内
に
死
者
を
集
積
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
死
者
の
埋
葬
場
所
を
正
確
に
知
り
、
そ
の
場
所
を
死
者
と
遺
さ
れ
た
家
族
の
た
め
の

場
所
と
し
、
墓
参
を
可
能
に
す
る
祭
祀
体
系
を
人
々
は
求
め
た
の
で
あ
る
。
墓
地
は
町
の
中
に
位
置
を
取
り
戻
し
、
都
市
に
必

要
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
死
が
病
院
へ
と
取
り
込
ま
れ
、
病
気
の
最
終
形
態
と
し
て
の
意
味
が
死
に
附
与
さ
れ
る
よ
う
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に
な
る
と
、
死
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
西
欧
の
火
葬
の
普
及
は
、
死
者
を
灰
へ

と
化
し
、
死
を
無
化
す
る
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
骨
壺
の
あ
る
と
こ
ろ
を
訪
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
遺
体
の
埋
葬
さ
れ

た
墓
は
、
今
で
も
訪
れ
る
人
が
い
る
の
だ
が
、
火
葬
は
参
詣
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
死
の
タ
ブ
ー
視
に
つ

い
て
、
死
を
変
形
し
、
化
粧
を
し
、
遺
骸
を
保
存
し
、
遺
骸
を
み
る
と
い
う
選
択
を
し
た
（
ア
リ
エ
ス
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
『
死
と
歴

史
』〔
伊
藤
晃
・
成
瀬
駒
男
訳
〕
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
）。
そ
れ
は
死
を
拒
否
し
、
死
体
を
生
前
と
同
じ
あ
る
い
は
生
前
よ
り

も
血
色
良
い
顔
を
し
た
、
ほ
と
ん
ど
生
者
で
あ
る
存
在
と
対
峙
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
死
を
扱
う
産
業
は
死
を
吸
収

し
生
と
い
う
記
号
へ
と
変
換
す
る
の
で
あ
る
。

ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
い
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
は
も
う
自
宅
で
死
ぬ
こ
と
は
な
く
、
病
院
で
死
ぬ
。
た
く
さ
ん
の
も
っ

と
も
な
「
物
質
的
」
理
由
も
あ
る
が
、
と
り
わ
け
生
物
学
的
身
体
と
し
て
の
瀕
死
の
患
者
や
病
人
は
技
術
的
環
境
の
な
か
に
し

か
自
分
の
位
置
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
病
人
は
、
世
話
を
す
る
と
い
う
口
実
の
下
で
、
病
気
と
死
の
象
徴
的
再
生

を
中
性
化
す
る
使
命
を
も
っ
た
機
能
的
空
間
／
時
間
の
な
か
に
強
制
収
容
さ
れ
る
。
死
を
取
り
除
く
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い

る
ち
ょ
う
ど
そ
の
場
所
で
、
病
院
は
病
人
を
潜
在
的
死
者
と
し
て
扱
う
。
人
は
病
院
で
死
ぬ
。
死
ぬ
も
の
は
、
自
分
が
死
ぬ
だ

ろ
う
と
知
る
権
利
を
ふ
く
む
い
っ
さ
い
の
権
利
を
失
う
。
死
は
み
だ
ら
で
厄
介
な
も
の
で
あ
り
、
喪
に
服
す
る
こ
と
も
ま
た
そ

う
な
る
。
そ
れ
を
隠
す
の
が
良
い
趣
味
だ
。
服
喪
の
態
度
は
幸
せ
い
っ
ぱ
い
の
他
人
の
気
分
を
こ
わ
す
と
い
う
わ
け
だ
。
礼
儀

と
は
死
へ
の
言
及
を
一
切
禁
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
火
葬
は
、
こ
の
ひ
か
え
目
な
清
算
と
最
小
限
の
名
残
の
限
界
点
で
あ
る
。

死
の
め
ま
い
な
ど
は
も
う
な
い
。
そ
し
て
仰
々
し
い
霊
柩
車
の
行
列
も
信
仰
心
の
発
露
で
は
な
く
て
、
愛
想
づ
か
し
の
し
る
し

で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
死
の
愛
想
づ
か
し
に
比
例
し
て
大
き
く
な
る（
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
、
ジ
ャ
ン
『
象
徴
交
換
と
死
』
ち
く
ま

学
芸
文
庫
、
一
九
九
二
年
）。
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こ
こ
で
も
う
一
度
死
者
を
隠
す
と
い
う
点
へ
と
立
ち
返
ろ
う
。
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
死
者
の
顔
を
覆
う

の
は
自
然
な
行
為
に
思
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
、
カ
エ
サ
ル
が
死
ぬ
前
に
顔
を
覆
っ
た
の

は
、
聖
と
俗
と
を
象
徴
的
に
分
け
る
必
要
性
に
帰
さ
れ
て
い
る（
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
、
カ
ル
ロ
『
闇
の
歴
史
』﹇
竹
山
博
英
訳
﹈
せ
り
か

書
房
、
一
九
九
二
年
）。

ア
リ
エ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
死
の
表
現
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
一
二
世
紀
ま
で
、
死
者
は
じ
か
に
納
め
ら

れ
る
石
棺
の
と
こ
ろ
ま
で
、
身
体
は
布
で
包
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
顔
は
露
出
し
た
ま
ま
運
ば
れ
る
。
一
三
世
紀
以
降
は
、

遺
体
が
経
帷
子
の
中
に
包
み
込
ま
れ
る
に
せ
よ
、
木
製
・
鉛
製
の
「
棺
」（
柩
）
の
中
に
安
置
さ
れ
る
に
せ
よ
、
死
者
の
顔
は

人
目
か
ら
遮
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
死
者
の
救
霊
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
ミ
サ
の
と
き
に
は
、
遺
体
を
祭
壇
の
前

に
置
く
習
慣
も
生
ま
れ
た
。
一
三
世
紀
以
降
、
人
々
は
霊
柩
台
上
に
安
置
さ
れ
た
遺
体
を
み
て
た
じ
ろ
ぎ
、
教
会
の
中
で
の
遺

骸
の
安
置
を
前
に
し
て
尻
込
み
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

デ
ス
マ
ス
ク
の
習
慣
は
再
現
の
習
慣
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
死
者
の
顔
に
合
わ
せ
て
マ
ス
ク
の
型
ど
り
が
な
さ
れ
、
マ
ス
ク

は
墓
石
に
彫
る
個
人
の
肖
像
を
作
成
す
る
際
に
も
役
立
っ
た
。
そ
れ
は
死
を
隠
し
な
が
ら
、
死
者
を
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
せ

る
た
め
で
あ
る
。
一
五
〜
一
六
世
紀
の
死
骸
趣
味
も
、
一
七
世
紀
の
バ
ロ
ッ
ク
趣
味
も
遺
体
を
箱
の
中
に
閉
じ
こ
め
て
人
目
に

つ
か
な
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
一
三
世
紀
の
方
針
へ
と
は
立
ち
戻
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
物
の
遺
骸
を
み
る
こ

と
へ
の
拒
否
反
応
と
、
そ
の
同
じ
遺
骸
の
顔
立
ち
を
用
い
て
生
前
の
姿
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
間
に
は
大
き
な
差
異
は

な
く
、
と
い
う
の
も
、
再
構
成
さ
れ
る
の
は
遺
骸
で
は
な
く
、
死
者
の
顔
立
ち
を
借
り
た
生
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
五
世
紀
の
死
骸
趣
味
は
、
恐
ら
く
教
会
、
そ
れ
に
と
り
わ
け
托
鉢
修
道
会
が
、
劫
罰
の
恐
れ
を
煽
り
立
て
る
た
め
に
、
死

骸
趣
味
の
主
題
を
利
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
死
骸
趣
味
の
主
題
の
利
用
は
、
死
へ
の
恐
れ
と
は
無
縁
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
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劫
罰
の
恐
れ
な
の
で
あ
る
。

死
者
の
隠
蔽
は
、
欧
米
に
お
い
て
は
死
を
排
除
し
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
死
者
を
生
者
と
し
て
生
か
す
点
に
重
点

が
置
か
れ
て
き
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
（
ア
リ
エ
ス
、
前
掲
書
）。

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
こ
と
を
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
語
に
よ
っ
て
ま
と
め
よ
う
。
社
会
の
進
化
は
不
可
逆
的
で
あ
り
、
死
者

と
死
を
排
除
す
る
。
死
者
た
ち
は
象
徴
的
循
環
の
外
へ
と
追
放
さ
れ
、
生
者
た
ち
の
集
団
か
ら
ま
す
ま
す
遠
く
へ
、
家
庭
的
親

密
さ
か
ら
墓
場
へ
と
追
放
さ
れ
る
。
墓
場
は
、
最
初
は
村
や
町
の
内
側
で
の
配
置
換
え
で
あ
っ
た
が
、
つ
い
で
中
心
か
ら
周
辺

へ
と
ま
す
ま
す
遠
ざ
け
ら
れ
る
。
と
く
に
都
市
の
中
心
で
は
、
死
は
消
滅
す
る
。
都
市
の
持
つ
近
代
の
合
理
性
の
中
に
死
の
受

け
容
れ
構
造
が
み
い
だ
せ
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
人
々
が
死
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
く

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
今
日
で
は
死
者
で
あ
る
こ
と
は
正
常
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
死
は
結
局
の
と
こ
ろ

「
死
者
」
と
「
生
者
」
と
を
分
か
つ
社
会
的
分
断
線
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
死
者
を
排
除
し
て
生
者
た
ら
ん
と
す
る
生
者
た
ち
の

不
健
全
な
幻
想
、
死
を
切
り
離
し
て
生
を
絶
対
的
剰
余
価
値
に
し
よ
う
と
す
る
幻
想
に
対
し
て
、
象
徴
交
換
の
不
壊
の
論
理
は

聖
と
死
と
の
等
価
を
再
建
す
る
（
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
、
前
掲
書
）。

こ
れ
ま
で
み
た
こ
と
は
、
欧
米
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
日
本
、
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
の
死
を
巡
る
儀
礼
や
、

死
に
際
し
た
人
々
の
態
度
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
現
代
日
本
の
場
合
、
火
葬
骨
に
接
す
る
人
々
の
態
度
は
欧

米
で
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
火
葬
に
よ
っ
て
全
て
を
無
化
す
る
の
で
は
な
く
、
火
葬
の
普
及
に
よ
っ
て
生
じ
た
新
た
な

祭
祀
対
象
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
日
本
の
葬
儀
の
諸
相
を
概
観
す
る
。

病
院
に
お
け
る
臨
終
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病
院
で
臨
終
の
際
に
と
ら
れ
る
手
順
は
、
葬
祭
業
者
・
斎
場
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
フ
ュ
ー
ネ
ッ
ト
・
フ
ラ
ワ
ー
ネ
ッ

ト
・
葬
祭
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
を
運
営
す
る
株
式
会
社
プ
ロ
マ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

危
篤
に
際
し
て
、
病
人
や
け
が
人
が
危
篤
の
状
態
に
な
る
と
、
医
師
は
「
会
わ
せ
た
い
人
が
あ
っ
た
ら
…
…
」
と
家
族
に
告

げ
、
家
族
は
息
の
あ
る
う
ち
に
、
会
わ
せ
た
い
人
へ
連
絡
を
取
る
よ
う
に
す
る
。
一
般
に
危
篤
を
知
ら
せ
る
範
囲
は
、
家
族
、

三
親
等
ま
で
の
近
親
者
、
親
し
い
友
人
、
知
人
と
さ
れ
て
い
る
。

医
師
か
ら
臨
終
が
近
づ
い
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
ら
、
家
族
や
近
親
者
は
末
期
の
水
を
含
ま
せ
る
。「
末
期
の
水
」
と
は
一

般
に
い
う
「
死
に
水
」
の
こ
と
で
、
死
者
が
生
き
返
る
こ
と
を
願
い
、
ま
た
死
後
の
世
界
で
渇
き
に
苦
し
む
こ
と
が
な
い
よ
う

に
と
、
残
さ
れ
た
人
々
が
行
う
別
離
の
儀
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
筆
の
穂
先
か
、
新
し
い
ガ
ー
ゼ
ま
た
は

脱
脂
綿
を
割
ば
し
の
先
に
白
い
糸
で
く
く
り
つ
け
、
そ
れ
を
湯
の
み
茶
わ
ん
の
水
に
浸
し
て
、
死
者
の
唇
か
ら
口
中
を
潤
す
。

こ
れ
は
故
人
と
血
の
つ
な
が
り
の
濃
い
順
に
行
う
。
今
は
ア
ル
コ
ー
ル
に
浸
し
た
ガ
ー
ゼ
な
ど
で
身
体
を
清
拭
す
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
。

医
師
は
、
諸
計
器
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
既
に
死
が
確
認
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
脈
を
と
る
姿
・
聴
診
器
を
当
て
る

姿
を
家
族
に
示
し
、
死
の
宣
告
を
す
る
。

死
後
硬
直
が
は
じ
ま
る
前
に
新
し
い
衣
服
に
着
替
え
さ
せ
る
。
遺
体
を
清
め
た
ら
「
死
に
化
粧
」
を
施
す
。
男
性
の
場
合
は

ひ
げ
を
剃
り
、
女
性
は
口
紅
を
塗
る
な
ど
薄
く
化
粧
を
す
る
。
髪
を
整
え
、
爪
も
伸
び
て
い
た
ら
切
る
。
長
患
い
な
ど
の
た
め

に
面
や
つ
れ
が
目
立
つ
よ
う
な
ら
、
口
に
綿
を
入
れ
て
ほ
お
を
ふ
っ
く
ら
さ
せ
る
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
さ
ら
し
や
ガ
ー
ゼ
な

ど
白
い
布
が
死
者
の
顔
に
か
け
ら
れ
る
。

そ
の
後
に
、
遺
体
は
病
院
内
の
霊
安
室
に
搬
送
さ
れ
る
。
近
年
で
は
、
霊
安
室
に
は
病
院
の
契
約
葬
儀
社
が
待
機
し
て
い
る

43 隠される死／示される死



こ
と
が
多
く
、
遺
体
の
管
理
や
納
棺
な
ど
を
行
う
。
家
族
は
葬
儀
社
と
相
談
し
て
搬
送
車
を
手
配
し
、
で
き
る
だ
け
早
く
自
宅

や
遺
体
を
安
置
で
き
る
場
所
へ
引
き
取
る
。
病
院
で
の
死
が
一
般
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
棺
も
、
座
棺
か
ら
寝
棺
へ
と
変
化

す
る
。
こ
の
変
化
は
、
霊
柩
車
の
普
及
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
座
棺
へ
入
棺
す
る
た
め
に
は
死
後
硬
直
以
前
に
入
棺
す
る
必

要
が
あ
り
、
死
後
硬
直
が
は
じ
ま
っ
て
も
容
易
に
入
棺
す
る
こ
と
が
可
能
な
寝
棺
の
ほ
う
が
、
病
院
で
の
死
亡
に
つ
い
て
も
好

都
合
で
あ
っ
た
。

遺
体
の
自
宅
へ
の
搬
送

病
院
か
ら
喪
家
へ
戻
っ
て
死
体
が
安
置
さ
れ
る
場
合
も
、
死
体
へ
向
け
ら
れ
る
視
線
は
屏
風
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
死
体
は
更
に
寝
具
に
よ
っ
て
包
ま
れ
る
。
そ
の
間
の
死
体
の
周
り
の
人
々
の
所
作
は
簡
捷
な
も
の
で
あ
り
、
儀
礼
は
密
に

す
す
め
ら
れ
る
。
戒
名
が
記
さ
れ
た
位
牌
を
祭
壇
上
に
安
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
は
単
に
隠
す
だ
け
の
も
の
か
ら
、
隠
し

な
が
ら
顕
示
す
べ
き
も
の
へ
と
変
わ
る
の
で
あ
る
。

ボ
ク
ホ
ベ
ン
は
、
遺
体
の
自
宅
へ
の
搬
送
後
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
遺
体
が
自
宅
へ
戻
っ
た
直
後
か
ら
、
さ

ま
ざ
ま
な
儀
礼
的
用
具
が
用
意
さ
れ
る
。
こ
の
用
具
類
は
遺
体
を
包
み
隠
す
、
ま
た
は
美
化
す
る
役
割
を
果
た
す
。
た
と
え
ば
、

遺
体
は
自
宅
に
戻
っ
て
か
ら
蒲
団
で
「
覆
わ
れ
」、
顔
が
布
で
隠
さ
れ
る
。
ま
た
、
蒲
団
の
上
に
金
襴
の
棺
掛
け
が
被
せ
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
体
の
光
景
が
美
化
さ
れ
る
。
遺
体
が
柩
に
収
め
ら
れ
た
後
、
柩
が
部
屋
か
ら
運
び
出
さ
れ
、
床
が
白
い

布
に
よ
っ
て
敷
き
詰
め
ら
れ
た
本
堂
に
安
置
さ
れ
る
。
柩
に
は
白
い
布
と
棺
掛
が
再
び
掛
け
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
柩
と
遺
体
は

さ
ら
に
隠
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
儀
礼
的
な
用
具
の
働
き
に
よ
っ
て
、
生
者
と
死
者
の
間
の
触
れ
合
い
が
制
限
さ
れ
、
隔
た
り

が
広
が
る
。
す
な
わ
ち
死
体
の
処
理
を
業
者
に
任
せ
、
儀
礼
的
な
用
具
で
美
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
を
忌
避
す
る
傾
向
が
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強
く
認
め
ら
れ
る
（
ボ
ク
ホ
ベ
ン
、
ヨ
ル
ン「
祖
先
祭
祀
に
お
け
る
葬
儀
の
意
味
と
死
霊
の
扱
い
方
」『
死
の
文
化
誌
』〈
江
川
？
・
中

村
生
雄
編
〉
昭
和
堂
、
二
○
○
二
年
）。

ボ
ク
ホ
ベ
ン
は
「
隠
す
」
点
を
強
調
し
て
そ
れ
が
死
穢
忌
避
の
観
念
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
一

方
で
「
美
化
」
す
る
点
に
言
及
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。「
隠
す
」
と
い
う
行
為
は
、
死
者
と
生
者

と
の
隔
た
り
を
作
り
だ
す
の
で
あ
り
、
浄
・
不
浄
の
両
者
を
含
む
聖
な
る
感
覚
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

ま
た
「
美
化
」
も
聖
な
る
感
覚
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
死
者
を
ス
テ
ー
ジ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

男
鹿
脇
本
大
倉
の
葬
儀

筆
者
は
秋
田
県
男
鹿
市
脇
本
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
を
数
年
前
か
ら
調
査
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
に
お
け
る
現
行
の
葬
儀
は
、

葬
儀
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
す
る
ダ
ミ
ワ
カ
ゼ
（
若
勢
）
あ
る
い
は
ダ
ミ
ワ
ガ
デ
（
若
手
）
な
ど
と
よ
ば
れ
る
葬
式
組
に
よ
っ

て
葬
儀
は
執
行
さ
れ
る
。
近
年
は
こ
の
地
域
で
も
、
葬
儀
社
も
葬
式
組
に
配
慮
し
な
が
ら
葬
儀
に
介
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
葬
儀
社
は
男
鹿
市
内
に
二
社
あ
る
。
男
鹿
市
の
場
合
、
市
内
の
葬
儀
社
以
外
の
選
択
肢
と
し
て
、
秋
田
市
内
の
葬
儀

社
や
新
生
活
互
助
会
に
依
頼
す
る
場
合
も
あ
る
。

ま
ず
男
鹿
脇
本
の
概
況
に
つ
い
て
で
あ
る
。
地
理
的
に
は
秋
田
県
男
鹿
市
男
鹿
半
島
の
付
け
根
の
部
分
、
男
鹿
の
観
光
名
所

と
し
て
知
ら
れ
る
寒
風
山
の
麓
近
く
に
あ
る
。
男
鹿
市
の
中
心
は
船
川
地
区
で
あ
り
、
男
鹿
市
の
人
口
は
、
三
万
人
強
で
あ
る

が
、
そ
の
約
三
分
の
一
が
船
川
地
区
に
住
ん
で
い
る
。
調
査
地
区
で
あ
る
脇
本
の
人
口
は
約
六
千
人
で
あ
る
。
男
鹿
半
島
の
産

業
と
し
て
は
工
業
、
漁
業
、
林
業
が
多
い
の
に
対
し
て
、
脇
本
は
農
業
が
中
心
的
な
産
業
と
な
っ
て
い
る
。

脇
本
の
大
倉
地
区
に
は
曹
洞
宗
の
寺
院
が
一
ヶ
寺
あ
る
。
大
倉
の
古
く
か
ら
の
住
民
は
そ
の
曹
洞
宗
寺
院
を
菩
提
寺
と
し
て
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い
る
。

葬
儀
は
以
下
の
手
順
に
よ
っ
て
す
す
む
。
①
臨
終：

今
日
で
は
や
は
り
病
院
で
臨
終
が
確
認
さ
れ
る
場
合
が
多
い
②
シ
ラ

セ：
死
が
確
認
さ
れ
る
と
、
親
戚
・
葬
儀
社
・
寺
院
な
ど
へ
連
絡
が
行
わ
れ
る
③
喪
家
に
お
い
て
病
院
か
ら
の
死
体
を
む
か
え

る
準
備：
部
屋
を
片
づ
け
、
神
棚
に
半
紙
を
張
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
④
ハ
エ
ダ
ン
ゴ
・
シ
カ
バ
ナ
・
ナ
マ
バ
ナ
（

こ
の
④
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
）。
死
亡
当
日
中
に
枕
の
お
経
が
菩
提
寺
の
僧
侶
に
よ
っ
て
読
誦
さ
れ
る
⑤
念
仏：

近
所
の
主

婦
に
よ
っ
て
大
き
な
数
珠
を
回
し
な
が
ら
念
仏
が
唱
え
ら
れ
る
⑥
シ
ニ
キ
モ
ノ
・
ユ
ウ
カ
ン
・
ニ
ッ
カ
ン：

ユ
ウ
カ
ン
は
湯
灌

を
指
す
。
死
に
装
束
は
か
つ
て
は
ダ
ミ
ワ
カ
ゼ
の
中
で
用
意
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
棺
の
中
に
一
緒
に
入
れ
る
杖
な
ど
と
と
も

に
葬
儀
社
が
準
備
す
る
。
ニ
ッ
カ
ン
、
納
棺
・
入
棺
に
先
だ
っ
て
戒
が
授
け
ら
れ
る
場
合
が
お
お
い
。
た
だ
し
火
葬
場
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
よ
っ
て
若
干
前
後
す
る
こ
と
も
あ
る
⑦
火
葬
⑧
火
葬
中
に
祭
壇
設
置
⑨
骨
箱
・
位
牌
を
祭
壇
に
安
置
⑩
シ
ジ
ュ
ウ

ク
ノ
モ
チ
・
造
花
・
シ
カ
バ
ナ
⑪
葬
列
Ⅰ

喪
家
か
ら
寺
院
⑫
寺
院
葬（
テ
ン
チ
ャ
・
テ
ン
ト
ウ
・
エ
ン
ド
）
寺
院
で
行
わ
れ
る
葬

儀
は
、
テ
ン
チ
ャ
・
テ
ン
ト
ウ
と
い
う
語
彙
で
表
さ
れ
る
。
エ
ン
ド
は
、
引
導
を
渡
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
⑬
葬
列
Ⅱ

寺

院
か
ら
墓
地
（
ド
ン
ジ
ャ
ン
）
⑭
埋
葬：

ヤ
カ
タ
モ
チ
、
ア
ト
ミ
ラ
ズ
マ
イ
⑮
シ
ョ
ウ
ジ
ア
ゲ
、
ホ
ト
ケ
オ
グ
リ
、
チ
ャ
ッ
コ

ダ
デ
―
以
上
で
、
三
十
五
日
あ
る
い
は
四
十
九
日
ま
で
の
儀
礼
は
終
わ
る
。

今
み
た
葬
儀
の
流
れ
の
な
か
で
も
特
に
本
稿
に
お
い
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
個
所
に
つ
い
て
み
る
。
男
鹿
脇
本
大
倉
の
葬
儀

に
お
い
て
、
死
者
は
ナ
マ
ボ
ト
ケ
と
よ
ば
れ
ナ
マ
バ
ナ
が
死
者
の
傍
ら
に
供
え
ら
れ
る
。
団
子
は
ハ
エ
ダ
ン
ゴ
（
早
団
子
）
と

よ
ば
れ
、
飯
を
つ
ぶ
し
て
か
た
め
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
シ
カ
バ
ナ
は
木
の
枝
に
半
紙
を
巻
き
付
け
、
切
り
込
み
を
入
れ
て

広
げ
た
も
の
が
用
い
ら
れ
る
。
ナ
マ
ボ
ト
ケ
は
、
手
早
く
処
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
あ
ま
り
手
を
か
け
ず
に
処
理
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
死
者
の
傍
ら
に
供
え
ら
れ
た
も
の
は
全
て
、
火
葬
時
に
一
緒
に
火
葬
場
の
竈
に
入
れ
ら
れ
る
。
火
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葬
前
の
死
者
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
手
を
掛
け
ず
に
手
早
く
処
理
さ
れ
る
べ
き
「
ナ
マ
」
も
の
な
の
で
あ
る
。

火
葬
中
に
喪
家
で
は
祭
壇
が
飾
ら
れ
る
。
祭
壇
は
、
脇
本
大
倉
で
は
住
民
が
共
同
で
購
入
し
、
地
域
の
住
民
の
多
く
が
菩
提

寺
と
し
て
い
る
曹
洞
宗
の
延
命
寺
に
預
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
大
規
模
な
葬
儀
の
場
合
に
は
、
葬

儀
社
の
祭
壇
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
筆
者
が
男
鹿
市
の
葬
儀
社
に
対
し
て
行
っ
た
聞
き
取
り
調
査
で
、
大
倉
で
商
店
を

大
き
く
営
ん
で
い
た
人
物
が
死
ん
だ
と
き
に
、
菩
提
寺
か
ら
祭
壇
を
借
り
て
き
て
設
置
し
た
が
、
葬
儀
の
規
模
に
比
し
て
あ
ま

り
に
も
簡
素
で
あ
っ
た
た
め
近
親
者
が
葬
儀
社
に
相
談
し
、
葬
儀
社
の
祭
壇
を
利
用
し
た
と
い
う
。
延
命
寺
住
職
は
、
火
葬
が

は
じ
ま
っ
て
か
ら
火
葬
骨
が
喪
家
へ
も
ど
っ
て
祭
壇
に
安
置
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
葬
儀
社
か
ら
届
け
ら
れ
た
白
木
の
位
牌
に
戒

名
を
書
き
込
む
と
い
う
。

火
葬
後
、
喪
家
へ
戻
っ
た
火
葬
骨
は
祭
壇
上
部
に
、
更
に
最
上
部
に
位
牌
が
安
置
さ
れ
る
。
祭
壇
上
に
は
ナ
マ
バ
ナ
で
は
な

く
金
紙
を
張
っ
て
作
ら
れ
た
造
花
な
ど
が
飾
ら
れ
る
。
シ
カ
バ
ナ
も
、
寺
院
に
預
け
ら
れ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
葬
儀
社
の

も
の
が
用
い
ら
れ
る
。
団
子
も
米
の
粉
か
ら
作
ら
れ
た
団
子
が
供
え
ら
れ
、
さ
ら
に
餅
も
供
え
ら
れ
る
。
祭
壇
上
か
ら
ナ
マ
の

も
の
は
極
力
排
除
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
生
の
も
の
」
の
状
態
か
ら
は
断
絶
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
示
さ
れ
て
い

る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

寺
院
葬
当
日
、
人
々
は
寺
院
で
テ
ン
チ
ャ
・
テ
ン
ト
ウ
・
エ
ン
ド
と
い
っ
た
仏
教
的
な
儀
礼
を
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
喪
家
か
ら
寺
院
ま
で
の
葬
列
が
組
ま
れ
、
寺
院
本
堂
へ
入
り
、
葬
儀
が
行
わ
れ
る
。
寺
院
で

の
葬
儀
が
終
わ
る
と
再
び
墓
所
ま
で
葬
列
が
組
ま
れ
、
埋
葬
を
も
っ
て
一
連
の
葬
儀
は
終
わ
る
。
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葬
法
に
つ
い
て

日
本
で
は
昭
和
四
十
年
代
ま
で
の
火
葬
炉
は
長
大
煙
突
を
特
徴
と
す
る
連
立
炉
で
あ
り
、
乾
燥
土
壌
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
移

入
し
た
方
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
、
火
葬
場
が
つ
く
ら
れ
る
の
が
人
里
離
れ
た
山
奥
や
湿
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
火
葬
炉
の
維
持
に
は
多
く
の
手
間
が
か
か
っ
た
。
昭
和
五
十
年
代
に
入
っ
て
、
新
た
な
炉
型
式
の

火
葬
炉
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
火
葬
炉
の
維
持
の
た
め
の
現
場
職
員
の
手
間
は
軽
減
さ
れ
る
。
ま
た
死
者

の
年
齢
や
性
別
、
体
格
な
ど
に
応
じ
て
酸
素
、
燃
料
ガ
ス
な
ど
を
細
か
に
調
整
す
る
制
御
装
置
が
つ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
骨
の
焼

け
落
ち
を
防
ぎ
、
人
体
の
形
状
を
残
し
て
整
然
と
並
ん
だ
骨
を
残
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
台
車
や
、
焼
け
た
だ
れ
た
炉
内
を
遺

族
の
視
線
か
ら
遮
る
前
室
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
火
葬
事
情
は
、
社
会
構
造
の
変
化
に
伴
っ
て
、

大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
武
田
至
・
宮
島
富
夫
「
火
葬
」『
葬
送
文
化
論
』、
横
田
睦
『
お
骨
の
ゆ
く
え
』
平
凡
社
新
書
、

二
○
○
○
年
）。
す
で
に
み
た
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
骨
を
完
全
に
灰
に
す
る
火
葬
事
情
と
は
異
な
り
、
日
本
の
火
葬
炉
は
骨
を
で

き
る
だ
け
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

近
代
的
な
火
葬
炉
が
作
ら
れ
る
以
前
、
火
葬
は
野
焼
き
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
都
市
部
や
浄
土
真
宗
の
影

響
の
強
い
地
域
で
は
早
く
か
ら
火
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
の
場
所
で
は
土
葬
が
中
心
で
あ
り
、
火
葬
は
あ
る
種
の

病
気
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
人
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
か
つ
て
の
火
葬
は
、
高
温
バ
ー
ナ
ー
な
ど
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
薪
を
主
な
燃
料
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
火
葬
に
は
多
く
の
時
間
と
費
用
、
手
間
が
か
か
っ
た
。
多
く
の
時
間
を
か

け
て
も
内
蔵
が
焼
け
残
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
。
火
葬
に
よ
っ
て
、
肉
体
的
な
穢
れ
が
浄
化
さ
れ
る
と
い
う
観
念
は
、

野
焼
き
の
よ
う
な
火
葬
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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従
来
か
ら
火
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
前
述
の
通
り
、
浄
土
真
宗
の
影
響
が
強
い
地
域
や
都
市
部
が
中
心
で
あ
っ
た
。
浄

土
真
宗
地
帯
の
場
合
、
喉
仏
の
骨
を
本
山
納
骨
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
火
葬
を
行
い
喉
仏
の
骨
の
み
を
拾
骨
す
る
風
習
が
生

ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
喉
仏
自
体
は
軟
骨
組
織
な
の
で
、
火
葬
に
よ
っ
て
溶
融
し
て
し
ま
う
の
で
、
第
二
頸
骨
が
喉
仏
骨
と
し
て

拾
骨
さ
れ
る
。
そ
の
影
響
か
ら
か
、
東
日
本
で
は
火
葬
骨
を
全
て
拾
骨
す
る
の
に
対
し
て
、
西
日
本
で
は
喉
仏
骨
を
主
と
し
た

部
分
拾
骨
し
か
行
わ
れ
な
い
と
断
定
的
に
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
筆
者
の
調
査
に
よ
る
と
、
西
日
本
で
も
、
と
く
に
昭
和
五

十
年
代
に
入
っ
て
公
営
火
葬
場
が
設
置
さ
れ
土
葬
か
ら
火
葬
へ
と
移
行
し
た
地
域
に
お
い
て
は
、
火
葬
骨
を
全
部
拾
骨
す
る
事

例
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
従
来
の
火
葬
の
際
に
は
喉
仏
骨
の
み
を
拾
骨
し
て
い
た
場
合
で
も
、
火
葬
炉
の
変
化
に
伴
っ
て
、
拾

骨
す
る
際
に
は
喉
仏
を
取
り
分
け
る
が
、
そ
れ
以
外
の
骨
も
骨
壺
に
入
る
だ
け
拾
骨
し
、
骨
壺
に
収
め
る
際
に
最
後
に
喉
仏
を

置
き
、
更
に
頭
蓋
骨
を
の
せ
て
骨
壺
に
収
め
る
、
い
わ
ば
分
割
拾
骨
と
も
い
う
べ
き
拾
骨
法
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
拾

骨
法
の
変
化
も
、
火
葬
炉
の
変
化
に
伴
っ
て
生
じ
た
、
骨
に
つ
い
て
の
死
穢
忌
避
観
念
の
変
化
の
一
つ
で
あ
り
、
以
前
か
ら
火

葬
が
行
わ
れ
て
い
た
真
宗
地
帯
に
お
い
て
も
火
葬
骨
に
つ
い
て
、
穢
れ
の
観
念
が
変
化
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

土
葬
の
場
合
に
は
、
多
く
の
場
合
、
入
棺
、
棺
前
で
の
読
経
・
葬
儀
、
埋
葬
と
い
っ
た
手
順
で
行
わ
れ
て
い
た
。
土
葬
の
際

に
用
い
ら
れ
た
棺
は
座
棺
が
主
で
あ
っ
た
の
で
、
入
棺
に
よ
っ
て
死
者
へ
の
視
線
は
遮
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
入
棺
後

の
祭
祀
対
象
は
白
木
位
牌
へ
と
移
る
。
つ
ま
り
死
者
の
肉
体
は
棺
内
に
隠
さ
れ
、
死
者
の
霊
魂
を
示
す
も
の
と
し
て
白
木
位
牌

が
設
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

火
葬
炉
の
発
達
に
よ
っ
て
き
れ
い
に
骨
だ
け
を
残
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
、
死
穢
忌
避
の
観
念
も
変
化
し
、
祭
祀
体
系
も

重
層
化
す
る
。
祭
祀
対
象
と
し
て
の
遺
骨
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
火
葬
後
の
遺
骨
は
箸
渡
し
後
は
骨
壺
に
納
め
ら
れ
て
隠
さ
れ

る
が
、
そ
れ
で
も
棺
が
台
車
に
乗
せ
ら
れ
て
火
葬
炉
へ
入
っ
て
い
く
と
き
の
参
列
者
の
悲
し
み
の
態
度
は
、
火
葬
後
は
大
き
く
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変
わ
り
、
悲
哀
の
態
度
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
晴
れ
晴
れ
と
し
た
表
情
さ
え
う
か
が
え
る
こ

と
が
あ
る
。
ま
た
同
時
に
火
葬
骨
に
向
か
っ
て
、
生
者
と
同
じ
よ
う
に
語
り
か
け
る
姿
も
観
察
さ
れ
る
。

二
つ
の
祭
祀
体
系
を
仮
定
し
よ
う
。
一
つ
は
白
木
位
牌
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
仏
教
的
な
祭
祀
体
系
に
取
り
込
ま
れ
、
供
養

対
象
と
し
て
純
化
さ
れ
た
死
霊
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
死
者
の
身
体
を
形
成
し
て
い
た
骨
を
通
し
て
死
者
と
の
回
路
を
生
前
と

同
じ
情
愛
の
レ
ベ
ル
で
開
く
祭
祀
体
系
で
あ
る
。
後
者
は
、
宗
教
的
に
ス
テ
ー
ジ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
高
み

か
ら
見
守
る
と
い
う
存
在
と
い
う
よ
り
は
、
生
前
同
様
の
関
係
を
保
ち
な
が
ら
、
時
に
は
叱
責
し
時
に
は
祟
り
の
可
能
性
を
残

し
た
存
在
で
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
供
養
の
強
制
力
が
生
じ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
体
系
間
の
関
係
は
、
固
定
し
た
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

骨
は
、
火
葬
後
も
生
前
の
サ
イ
ズ
を
そ
の
ま
ま
保
持
す
る
。
日
本
の
場
合
は
と
く
に
で
き
る
だ
け
遺
骨
を
残
す
よ
う
な
火
葬

の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
位
牌
は
生
前
の
人
間
の
サ
イ
ズ
を
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
し
象
徴
化
・
記
号
化
す
る
も

の
で
あ
る
。
位
牌
と
骨
へ
の
信
仰
体
系
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
認
識
体
系
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
位
牌
は
、
死
を
純
化
し
、
死

の
な
か
で
も
特
に
仏
教
的
な
意
味
づ
け
の
可
能
な
部
分
を
切
り
取
り
、
死
の
部
分
性
を
表
出
す
る
祭
祀
体
系
を
構
成
す
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
骨
は
死
体
の
全
体
性
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
生
前
の
像
を
そ
の
ま
ま
文
字
通
り
等
身
大
で
残
存
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

祭
　
　
壇

多
く
の
場
合
、
葬
送
儀
礼
の
初
期
段
階
に
お
い
て
は
、
死
は
隠
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
あ
る
時
点
か
ら
示
さ
れ
る
も
の
と

な
る
。
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た
と
え
、
火
葬
後
葬
儀
の
順
に
行
わ
れ
る
場
合
で
も
、
あ
る
い
は
葬
儀
後
火
葬
の
場
合
で
も
、
入
棺
後
に
祭
壇
が
設
置
さ
れ
、

そ
の
最
上
部
に
位
牌
が
安
置
さ
れ
る
時
点
で
、
死
体
は
骨
・
灰
と
な
っ
て
骨
箱
に
収
め
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
棺
の
中
に
安
置

さ
れ
て
、
あ
え
て
顔
を
の
ぞ
き
込
む
以
外
、
骨
あ
る
い
は
死
体
は
隠
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
死
体
を
人
々
の
視
線
か
ら

完
全
に
遮
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祭
壇
の
設
置
が
可
能
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

日
本
の
祭
壇
は
、
死
者
の
霊
を
見
送
る
た
め
に
枕
机
を
使
用
し
た
の
が
発
端
で
あ
る
と
さ
れ
、
土
葬
の
た
め
に
座
棺
が
用
い

ら
れ
た
時
期
は
五
分
厚
さ
の
白
木
板
で
、
幅
三
尺
（
あ
る
い
は
四
尺
）、
高
さ
は
一
尺
五
寸
に
作
ら
れ
て
い
た
（
天
野
勲
「
祭
壇
」

『
葬
送
文
化
論
』）。

昭
和
初
年
頃
よ
り
霊
柩
車
が
普
及
し
は
じ
め
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
寝
棺
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
枕
机
は
前
机
と
し

て
使
用
さ
れ
、
幅
六
尺
で
机
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
利
用
者
で
あ
る
喪
家
の
要
望
、
飾
り
付
け
る
家
屋
の
部
屋
の
間
取
り
、

天
井
の
高
さ
な
ど
に
合
わ
せ
、
三
段
・
四
段
・
五
段
の
葬
儀
壇
が
組
み
立
て
ら
れ
、
祭
壇
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
三

十
年
代
初
め
頃
、
家
屋
の
新
増
築
も
増
え
、
ま
た
好
景
気
も
あ
っ
て
、
祭
壇
の
大
型
化
・
高
級
化
が
す
す
ん
だ
。
今
日
の
祭
壇

の
ス
タ
イ
ル
が
、
こ
の
頃
に
確
定
す
る
。

ボ
ク
ホ
ベ
ン
は
、
遺
体
の
周
り
に
安
置
さ
れ
た
儀
礼
的
な
用
具
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
遺
体
が
家
に
戻
る
と
、
直
ち
に
ご

飯
、
蝋
燭
、
線
香
な
ど
が
供
え
ら
れ
、
白
木
位
牌
も
準
備
さ
れ
、
遺
体
の
そ
ば
に
安
置
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
用
具
を
遺
体
の

そ
ば
に
置
く
こ
と
は
、
遺
体
と
は
別
に
、
そ
の
供
物
を
い
た
だ
く
存
在
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
死
霊
が
近
く
に
あ
る
と
い

う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
死
者
に
供
え
ら
れ
た
蝋
燭
と
線
香
が
絶
え
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
重
視
さ
れ
、
現

在
は
十
二
時
間
点
し
続
け
る
線
香
さ
え
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
を
用
い
れ
ば
、
家
族
が
通
夜
の
あ
と
寝
て
し
ま
っ
て
も
線
香
が
絶

え
る
心
配
は
な
い
。
線
香
と
蝋
燭
は
死
霊
を
守
る
と
考
え
ら
れ
、
死
霊
が
迷
わ
な
い
よ
う
に
、
生
者
は
光
と
香
り
を
提
供
す
る
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と
い
う
の
が
一
つ
の
説
で
あ
る
。
白
木
位
牌
に
死
者
の
法
名
、
俗
名
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
者
は
そ
の
死
霊
専
用
の
依
代
を

作
り
、
死
霊
に
よ
り
ど
こ
ろ
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
に
生
者
は
死
霊
の
動
作
を
、
あ
る
程
度
ま
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を

試
み
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
ボ
ク
ホ
ベ
ン
、
前
掲
書
）。
そ
の
結
果
、
隠
さ
れ
た
死
体
あ
る
い
は
骨
か
ら
、
祭
祀
対
象
は
、
戒

名
が
記
さ
れ
人
の
視
線
の
対
象
で
も
あ
る
顕
示
さ
れ
る
位
牌
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

男
鹿
脇
本
大
倉
の
葬
儀
に
お
い
て
、
人
々
は
、
死
者
＝
ナ
マ
ボ
ト
ケ
を
ホ
ト
ケ
に
す
る
儀
礼
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
葬
儀
は
純
粋
な
仏
教
儀
礼
で
は
な
い
と
し
て
も
仏
教
的
要
素
・
意
味
合
い
の
強
い
儀
礼
で
あ
る
こ
と
に
は

違
い
が
な
く
、
特
に
寺
院
で
住
職
に
葬
儀
を
し
て
も
ら
い
、
引
導
を
渡
し
て
も
ら
う
こ
と
が
葬
儀
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な

局
面
で
あ
る
と
、
人
々
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

空
間
を
占
有
し
て
い
た
死
体
は
、
火
葬
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
、
祭
壇
が
設
置
さ
れ
、
あ
る
い
は
あ
た
か
も
既
に
存
在
し
な
い

か
の
よ
う
に
棺
に
よ
っ
て
完
全
に
周
囲
の
視
線
か
ら
遮
断
さ
れ
祭
壇
が
飾
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
化
・
記
憶
化
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
を
文
化
的
・
言
語
的
に
意
味
づ
け
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
は
死
者
の
人
形
を
作
る
意
義
を
、
不
在
の
も
の
に
変
わ
り
地
上
に
存
在
し
続
け
る
代
役
で
あ
る
と
考
察
し
て

い
る
。
つ
ま
り
死
者
の
人
形
は
「
表
象
」
で
あ
り
、
現
世
と
来
世
、
聖
と
俗
と
を
媒
介
す
る
も
の
を
、
遠
く
に
あ
る
も
の
、
隠

さ
れ
た
も
の
、
不
在
の
も
の
を
、
そ
れ
を
見
る
人
と
そ
れ
が
喚
起
す
る
不
可
視
の
も
の
と
の
媒
介
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
更
に

死
者
の
人
形
の
意
味
を
、
死
者
を
神
聖
化
す
る
た
め
に
は
、
死
者
を
墓
か
ら
引
き
ず
り
出
し
死
者
を
聖
な
る
空
間
へ
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
死
者
の
側
か
ら
す
る
と
墓
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
聖
な
る
空
間
は
死
体
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
る
と
い
う
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問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
と
、
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
身
体
が
あ
れ
ば
、
死

者
は
墓
と
神
殿
と
い
う
異
な
っ
た
空
間
で
、
存
在
し
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
（
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
、
カ
ル
ロ
『
ピ
ノ
ッ

キ
オ
の
眼
』﹇
竹
山
博
英
訳
﹈
二
○
○
一
年
）。

ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
は
、
人
間
の
も
つ
象
徴
能
力
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
人
間
だ
け
は
、
唯
一
の
機
能
、
つ
ま
り
意
味
を
持
つ

と
い
う
機
能
を
有
す
る
物
体
を
集
め
、
生
産
し
、
集
積
し
、（
場
合
に
応
じ
て
）
破
壊
す
る
の
で
あ
る
。
神
々
や
死
者
へ
の
供
物
、

墓
地
に
埋
葬
す
る
副
葬
品
、
記
念
品
、
博
物
館
や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ
る
芸
術
品
、
天
然
の
貴
重
品
な
ど
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
も
の
は
、
事
物
と
は
違
っ
て
、
意
味
の
運
搬
車
、
あ
る
い
は
セ
ミ
フ
ォ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
目
に
見
え
る
も
の
と
見
え
な

い
も
の
と
の
伝
達
を
可
能
に
す
る
特
質
を
備
え
て
い
る
。
つ
ま
り
直
接
的
に
時
空
を
越
え
た
存
在
、
死
者
、
先
祖
、
神
と
は
無

理
だ
と
し
て
も
、
時
間
的
、
空
間
的
に
隔
た
っ
た
出
来
事
や
人
々
と
の
伝
達
は
可
能
に
な
る
。
直
接
的
に
感
知
で
き
る
経
験
領

域
を
越
え
る
能
力
こ
そ
、
言
葉
を
、
そ
し
て
さ
ら
に
一
般
的
に
は
、
人
間
の
文
化
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
不
在

を
念
入
り
に
練
り
上
げ
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
（
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
『
闇
の
歴
史
』）。

不
在
を
練
り
上
げ
る
こ
と
と
は
、
日
本
の
葬
儀
に
お
い
て
は
、
死
を
無
化
し
遠
ざ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
死
を
何
ら
か
の
形

で
隠
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
火
葬
骨
を
更
に
墓
地
へ
と
葬
る
こ
と
の
意
味
が
見
い
だ
せ
よ
う
。
つ
ま
り
、
仏
教

的
な
意
味
が
附
与
さ
れ
純
化
さ
れ
死
霊
の
依
代
と
し
て
祭
祀
対
象
と
な
る
位
牌
は
、
戒
名
が
書
き
込
ま
れ
文
字
あ
る
い
は
言
語

の
力
に
よ
っ
て
、
死
の
も
つ
生
物
的
／
動
物
的
現
実
を
文
化
的
象
徴
へ
と
引
き
上
げ
る
の
で
あ
る
。
位
牌
は
、
死
を
示
す
も
の

と
な
る
。
一
方
火
葬
骨
は
、
そ
の
現
実
を
残
存
さ
せ
た
ま
ま
葬
ら
れ
隠
さ
れ
る
。
火
葬
骨
は
死
の
現
実
性
を
帯
び
た
ま
ま
隠
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
死
が
本
来
、
生
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
死
は
、
死
体
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
純
粋
な
記
号
化
、
象

徴
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
祭
祀
が
可
能
に
な
る
。
死
者
の
名
前
を
唱
え
る
こ
と
は
、
葬
儀
の
像
、
儀
礼
の
身
代
わ
り
、
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不
在
の
も
の
に
代
わ
り
地
上
に
存
在
し
続
け
る
代
役
で
あ
る
（
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
『
ピ
ノ
ッ
キ
オ
の
眼
』）。

日
本
で
は
骨
を
残
す
よ
う
な
火
葬
法
を
選
択
し
た
。
生
前
に
近
い
状
態
で
、
そ
の
ま
ま
骨
は
残
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
、

不
在
の
も
の
に
代
わ
り
存
在
し
続
け
る
も
の
と
し
て
、
位
牌
と
火
葬
骨
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
日
本
の
火
葬
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

そ
れ
と
は
異
な
り
、
死
を
無
化
し
排
除
す
る
の
で
は
な
い
。
日
本
の
場
合
は
、
二
層
の
祭
祀
体
系
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
生
前

か
ら
、
穢
れ
の
要
素
を
全
て
で
は
な
い
が
取
り
除
い
た
「
そ
の
ま
ま
の
も
の
」
と
、
仏
教
的
な
体
系
に
委
ね
、
文
字
の
象
徴
力

に
よ
っ
て
純
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
死
の
隠
す
面
と
顕
示
す
る
面
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

今
日
の
日
本
の
死
に
お
い
て
、
火
葬
骨
と
位
牌
と
い
う
二
つ
の
祭
祀
対
象
が
死
の
隠
す
面
と
顕
示
す
る
面
と
に
そ
れ
ぞ
れ
か

か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
葬
と
祭
祀
対
象
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
厳
密

に
い
う
な
ら
ば
、
さ
ら
な
る
祭
祀
体
系
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
（
寺
院
や
僧
侶
）
と
人
々
の
死

者
・
死
霊
の
と
ら
え
方
や
扱
い
方
と
、
そ
し
て
死
者
・
死
霊
の
三
角
形
の
力
学
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
、
筆
者
に
は
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
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