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迎
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意
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１
一
高
齢
者
と
死
―
序
に
か
え
て

　
死
の
現
況
を
み
て
み
よ
う
。

　
9
9
年
に
は
、
全
国
で
9
8
万
２
千
人
が
死
亡
し
て
い

る
が
、
そ
の
死
因
の
ト
ッ
プ
は
2
9
万
５
５
６
人
の
悪

性
新
生
物
、
い
わ
ゆ
る
が
ん
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
心
疾
患
、
脳
血
管
疾
患
、
肺
炎
、
不
慮
の
事
故
、

と
続
き
、
第
６
位
に
自
死
が
き
て
い
る
。

　
1
0
代
で
は
自
死
が
死
因
の
１
位
で
あ
る
。
い
じ
め

等
に
よ
り
自
死
を
選
ぶ
若
者
は
絶
え
な
い
。
ま
た
閉

塞
感
か
ら
自
死
願
望
を
抱
く
若
者
も
少
な
く
な
い
。

　
自
死
す
る
人
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、
今
で
は
年

間
３
万
人
を
超
え
る
。

　
最
も
多
い
の
は
中
高
年
世
代
の
男
性
で
あ
る
。
自

死
す
る
者
の
3
5
％
を
4
5
歳
か
ら
5
9
歳
ま
で
の
中
高
年

が
占
め
て
い
る
。
バ
ブ
ル
景
気
崩
壊
後
の
長
い
不
況

が
中
高
年
を
死
に
追
い
や
っ
て
い
る
。

　
全
死
亡
者
を
年
齢
階
級
別
に
見
る
と
、
乳
幼
児
を

除
き
、
世
代
が
上
が
る
ご
と
に
死
亡
者
は
増
え
る
。

4
0
～
4
4
歳
の
世
代
か
ら
死
亡
者
は
年
間
１
万
人
を
越

え
る
。
年
間
1
0
万
人
を
越
え
る
の
が
7
0
～
7
4
歳
、
最

も
多
い
の
は
8
5
～
8
9
歳
の
年
間
1
5
万
３
４
８
９
人
で

あ
る
。

　
全
死
亡
者
数
の
7
8
・
６
％
が
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者

が
占
め
、
特
に
近
年
増
加
が
著
し
い
の
は
8
0
歳
以
上

の
後
期
高
齢
者
の
死
で
あ
る
。
こ
れ
が
全
死
亡
者
数

の
4
3
・
７
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
高
齢
者
の
死
が
多
い
の
は
当
然
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
戦
後
の
現
象
で
あ

る
。
特
に
6
0
年
代
以
降
の
い
わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長

期
に
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
医
療
や
社
会
環
境

の
改
善
に
よ
る
も
の
で
、
日
本
の
死
亡
率
は
、
国
際

的
に
も
低
い
、
一
桁
水
準
（
７
・
６
％
）
に
あ
る
。

　
日
本
の
高
齢
化
は
国
際
的
に
も
高
速
で
進
ん
で
い

る
。
特
に
、
こ
の
1
5
年
間
の
伸
張
が
著
し
い
。
英
・

伊
・
仏
・
米
と
い
っ
た
欧
米
諸
国
を
追
い
越
し
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
に
ほ
ぼ
並
ぶ
1
7
・
３
％
（
0
0
年
、
全
人

口
に
対
す
る
6
5
歳
以
上
人
口
の
割
合
）
に
ま
で
な
っ

た
。
今
や
、
「
高
齢
〈
化
〉
社
会
」
で
は
な
く
、
「
高

齢
社
会
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
急
速
な
高
齢
化
に
対
応
で
き
て
い
な
い
た
め
に
、

今
日
本
社
会
は
さ
ま
ざ
ま
な
歪
（
ひ
ず
み
）
を
体
験
し

て
い
る
。
死
と
い
う
問
題
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。

　
か
つ
て
死
は
、
い
つ
人
間
に
襲
い
か
か
る
か
も
し

れ
な
い
も
の
と
し
て
あ
り
、
中
世
来
の
無
常
観
が
支

配
す
る
世
界
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
今
や
「
誕
生
―
幼

年
期
―
青
年
期
―
成
年
期
―
老
年
期
―
死
」
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
も
の
へ
と
変
わ
っ
た
。
死
は
恐
怖
の
対

象
か
ら
人
生
の
完
成
と
し
て
理
解
さ
れ
、
葬
儀
で
は

死
別
の
悲
嘆
が
影
を
潜
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。

　
で
は
、
死
は
美
し
い
も
の
へ
、
葬
儀
は
楽
し
い
も

の
へ
と
姿
を
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
齢
者
の
家

庭
環
境
も
大
き
く
変
わ
り
、
孤
独
の
死
、
淋
し
く
冷

淡
な
葬
儀
が
ま
た
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
高
齢
者
と
死
・
葬
儀
の
問
題
を
中
心

に
見
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
注
）
国
際
比
較
の
デ
ー
タ
は
「
統
計
か
ら
見
た
わ

が
国
の
高
齢
者
」
（
0
0
年
９
月
、
総
務
庁
統
計
局
）
、

そ
の
他
は
「
人
口
動
態
統
計
」
（
厚
生
労
働
省
）
に

よ
る
。

２
一
変
わ
る
葬
送

①
―
遺
骨
は
ゴ
ミ
？

　
近
年
、
火
葬
場
で
こ
ん
な
事
例
が
ボ
ツ
ボ
ツ
見
ら

葬
送
は
今
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れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
遺
族
が
遺
体
を
火
葬
場
ま
で
も
っ
て
く
る
の
だ

が
、
い
ざ
拾
骨
（
骨
上
げ
）
と
な
る
と
、
そ
れ
を
拒

否
す
る
事
例
で
あ
る
。

　
遺
骨
は
不
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
８
０
０
度
か
ら
１
２
０
０
度
の
高
熱
で
焼

か
れ
た
現
在
の
焼
骨
に
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
す
ら
残
ら
な
い

と
い
わ
れ
る
。
で
は
ゴ
ミ
に
等
し
い
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。

　
か
つ
て
は
遺
骨
、
特
に
咽
仏
（
実
際
に
は
軟
骨
の

た
め
焼
却
時
に
溶
解
す
る
た
め
に
第
２
頚
骨
が
代
用

さ
れ
る
の
だ
が
）
は
「
白
骨
」
と
い
わ
れ
、
成
仏
の

徴
、
あ
た
か
も
死
者
の
霊
魂
で
あ
る
か
の
如
く
に
大

切
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
焼
骨
が
単
な

る
モ
ノ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
産
業
廃
棄
物
と
し
て

処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
問
題
は
遺
骨
が
物
理
的
に
何
で
あ
る
か
に
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
物
理
的
に
は
単
な
る
カ
ル
シ
ウ

ム
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
何
で
あ
る
か
は
こ
の
問

題
の
解
答
に
は
な
ら
な
い
。

　
遺
骨
に
対
し
て
は
、
遺
さ
れ
た
者
の
死
者
に
対
す

る
想
い
が
あ
る
。
そ
の
想
い
が
こ
れ
ま
で
遺
骨
を
大

切
に
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
火
葬
後
の
拾
骨
を
拒
否
す
る
と
い
う
事
例
の
登
場

は
、
実
際
に
は
個
別
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
内
包
し

て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、
近
年
の
死
者
に
対
す
る
想

い
を
欠
如
し
た
遺
族
の
出
現
を
象
徴
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。

②
―
墓
シ
ス
テ
ム
の
制
度
疲
労

　
戦
後
、
墓
の
問
題
が
大
き
く
社
会
的
に
取
り
上
げ

ら
れ
た
の
は
、
6
0
年
代
末
以
降
で
あ
る
。

　
都
市
に
お
け
る
墓
不
足
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

　
高
度
経
済
成
長
期
に
日
本
国
内
で
は
大
き
な
人
口

移
動
が
行
わ
れ
、
都
市
に
流
入
し
て
き
た
人
た
ち
は
、

第
２
の
住
宅
と
し
て
大
都
市
周
辺
に
墓
を
求
め
、
ま

た
核
家
族
化
と
あ
い
ま
っ
て
大
き
な
墓
需
要
を
引
き

起
こ
し
た
。

　
寺
院
墓
地
、
公
営
墓
地
に
加
え
て
民
営
墓
地
が
登

場
し
、
大
都
市
周
辺
の
自
然
は
墓
地
へ
と
姿
を
変
え

て
い
っ
た
。
「
近
距
離
、
陽
あ
た
り
良
好
、
安
い
」

墓
地
が
競
っ
て
買
い
求
め
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
8
0
年
代
の
末
に
な
っ
て
新
た
な
問
題
が

発
生
し
た
。
そ
れ
は
「
墓
の
跡
継
ぎ
」
を
巡
る
問
題

で
あ
っ
た
。

　
子
が
い
な
い
、
あ
る
い
は
い
て
も
娘
だ
け
の
場
合
、

「
墓
を
買
え
な
い
」
と
い
う
の
は
お
か
し
い
、
と
い

う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
売
る
側
の
理
屈
は
、
家

の
跡
継
ぎ
が
な
い
人
に
墓
を
売
れ
ば
、
後
々
に
な
っ

て
そ
の
墓
は
「
無
縁
」
と
な
り
、
管
理
料
も
入
ら
ず
、

撤
去
に
手
間
も
費
用
も
か
か
る
か
ら
困
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。

　
今
は
笑
い
話
で
あ
る
が
「
娘
は
承
継
者
に
な
れ
な

い
」
と
い
う
時
代
錯
誤
が
、
戦
後
半
世
紀
近
く
通
用

し
て
い
た
と
こ
ろ
に
墓
の
も
つ
問
題
が
あ
っ
た
。

　
今
で
は
、
墓
石
に
「
夢
」
と
い
う
文
字
や
「
や
れ

や
れ
や
っ
と
休
め
る
わ
い
」
と
い
っ
た
微
笑
ま
し
い

文
章
を
刻
む
と
い
っ
た
無
家
名
墓
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
当
時
、
墓
と
い
え
ば
「
○
○
家
の
墓
」

と
墓
石
に
刻
印
さ
れ
た
家
墓
（
イ
エ
ハ
カ
）
が
一
般

的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
で
も
主
流
は
家
墓
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
家
墓
の
歴
史
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で

は
な
い
。

　
か
つ
て
は
土
葬
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

個
人
墓
が
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
末
期
以
降
、

火
葬
の
普
及
に
よ
り
複
数
の
遺
骨
を
限
ら
れ
た
ス

特
集
・
都
市
と
健
康
⑦
安
心
し
で
死
を
迎
え
ら
れ
ま
す
か
？

ペ
ー
ス
に
収
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
と
、

明
治
民
法
に
よ
る
家
（
イ
エ
）
意
識
の
強
化
と
が
あ

い
ま
っ
て
、
家
単
位
の
墓
が
広
く
普
及
し
、
昭
和
初

期
ま
で
の
短
期
間
に
、
そ
れ
が
一
般
化
す
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
。

　
戦
後
、
民
法
が
改
正
さ
れ
、
旧
来
の
家
（
イ
工
）

が
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慣
習
と
し
て
、

家
墓
の
性
格
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
戦
後
の
家
に
は
家
督
は
な
い
。
承
継
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
一
代
限
り
の
も
の
で
あ
る
。
分
家
も
な
い
。

女
性
が
結
婚
し
た
場
合
も
、
夫
婦
で
新
し
い
世
帯
を

形
成
す
る
の
で
あ
っ
て
婚
家
の
人
間
に
な
る
わ
け
で

は
な
い
。
姓
が
変
わ
っ
て
も
婚
姻
前
の
親
子
関
係
が

解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
相
続
に
し
て
も
子
に

お
い
て
は
男
女
・
既
婚
・
未
婚
に
か
か
わ
ら
ず
平
等

で
あ
る
。

　
民
法
８
９
７
条
に
は
、
墓
な
ど
の
祭
祀
主
宰
者
の

承
継
は
「
慣
習
に
よ
る
」
と
さ
れ
、
い
か
に
も
戦
前

の
長
子
承
継
の
慣
習
を
引
き
継
い
で
い
る
よ
う
で
は

あ
る
が
、
本
人
の
指
定
が
あ
れ
ば
そ
れ
が
優
先
さ
れ

る
し
、
ま
た
、
結
婚
し
て
他
姓
を
名
乗
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
承
継
の
権
利
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
戦
後
の
墓
の
承
継
に
お
い
て
は
、
戦

前
の
家
（
イ
エ
）
の
承
継
同
様
に
、
墓
地
の
管
理
者

に
よ
り
長
子
承
継
、
同
姓
承
継
が
強
制
さ
れ
る
こ
と

が
珍
し
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
、
9
0
年
代
の
後
半
に

も
な
る
と
、
バ
ブ
ル
の
崩
壊
に
続
く
深
刻
な
墓
不
況

も
あ
っ
て
、
「
娘
は
承
継
者
に
な
れ
な
い
」
と
い
う

愚
か
な
、
高
飛
車
な
話
は
さ
す
が
に
姿
を
消
し
て
い

っ
た
。

　
問
題
は
そ
れ
で
は
終
わ
ら
な
い
。
息
子
か
娘
か
は

別
と
し
て
子
が
あ
る
人
は
い
い
。
子
が
な
い
者
は
墓

を
取
得
で
き
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
依
然
と
し
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て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
戦
時
中
に
青
春
を
過
ご
し
、

そ
の
ま
ま
独
身
を
貫
い
た
女
性
も
多
い
。
結
婚
し
て

も
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
人
も
い
る
。
そ
う
し
た
人

に
は
き
ち
ん
と
し
た
墓
に
入
る
権
利
が
な
い
、
「
無

縁
様
」
と
し
て
葬
ら
れ
る
し
か
な
い
と
い
う
の
だ
ろ

う
か
。

　
そ
う
し
た
子
が
な
い
人
の
問
題
だ
け
で
は
な
か
っ

た
。
た
と
え
子
が
い
て
も
、
自
分
た
ち
の
墓
守
を
子

に
託
し
た
く
な
い
、
と
い
う
人
た
ち
が
現
れ
た
。
ま

た
、
生
前
の
嫁
―
舅
・
姑
の
確
執
等
か
ら
「
婚
家
の

墓
に
は
入
り
た
く
な
い
」
と
言
う
女
性
も
現
れ
た
の

で
あ
る
。

　
墓
は
通
常
「
買
う
」
と
表
現
さ
れ
る
が
、
実
態
は

使
用
権
の
取
得
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
使
用
権
も

「
永
代
使
用
権
」
と
称
さ
れ
る
が
、
無
条
件
で
未
来

永
劫
使
用
で
き
る
権
利
で
は
な
い
。
承
継
す
る
者
が

い
て
、
そ
の
承
継
者
が
管
理
料
を
継
続
し
て
支
払
う

と
い
う
条
件
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
承

継
者
が
い
な
い
墓
は
「
無
縁
墓
」
と
な
り
、
処
分
さ

れ
る
対
象
と
な
る
。

　
ま
た
、
田
舎
に
一
族
の
墓
が
あ
り
、
祖
父
母
も
両

親
も
そ
こ
に
葬
ら
れ
て
い
る
の
で
、
自
分
も
死
後
は

田
舎
の
墓
に
葬
ら
れ
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

現
在
の
墓
の
承
継
者
で
あ
る
甥
に
「
お
じ
さ
ん
一
家

の
面
倒
ま
で
は
見
ら
れ
な
い
」
と
拒
否
さ
れ
た
と
い

う
話
も
あ
る
。

　
9
0
年
代
に
は
、
こ
う
し
た
墓
シ
ス
テ
ム
の
制
度
疲

労
状
況
を
背
景
に
、
血
縁
・
地
縁
を
問
わ
ず
全
て
の

人
に
開
か
れ
承
継
を
前
提
と
し
な
い
「
永
代
供
養

墓
」
、
山
林
の
環
境
保
護
を
目
的
と
し
墓
石
や
骨
壷

を
用
い
な
い
で
直
接
土
中
に
遺
骨
を
埋
め
て
花
木
を

植
え
る
「
樹
木
葬
墓
地
」
、
5
0
年
な
り
の
期
限
を
定

め
る
こ
と
に
よ
り
契
約
期
間
の
使
用
を
保
証
す
る

「
有
期
限
墓
」
、
そ
し
て
墓
地
以
外
の
海
や
山
に
細
か

く
砕
い
た
遺
骨
を
撒
布
す
る
「
散
骨
」
な
ど
、
新
し

い
形
態
が
登
場
し
、
急
速
に
市
民
権
を
獲
得
し
て
い

っ
た
。

　
戦
後
半
世
紀
を
経
過
し
て
、
墓
の
シ
ス
テ
ム
も
大

き
く
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
迎
え
て
い
る
。

③
―
個
人
化
す
る
葬
儀

　
変
わ
っ
だ
の
は
墓
だ
け
で
は
な
い
。
葬
儀
も
ま
た

大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
戦
後
の
混
乱
期
に
は
、
一
部
地
域
で
「
新
生
活
運

動
」
と
い
う
名
の
葬
儀
の
簡
素
化
運
動
か
あ
っ
た

（
現
在
で
も
そ
の
名
が
残
っ
て
い
る
地
域
は
あ
る
が
、

実
態
は
地
域
住
民
間
の
香
典
額
お
よ
び
香
典
返
し
品

の
申
し
合
わ
せ
に
よ
る
規
制
に
す
ぎ
な
い
）
。
だ
が

朝
鮮
戦
争
特
需
以
降
、
経
済
復
興
と
共
に
葬
儀
は
盛

大
化
の
道
を
歩
ん
だ
。

　
経
済
復
興
に
よ
り
、
特
に
印
年
代
か
ら
始
ま
る
高

度
経
済
成
長
期
以
降
、
人
々
が
「
人
並
み
」
の
葬
儀

を
志
向
し
、
立
派
な
葬
儀
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の

に
は
、
戦
時
中
あ
る
い
は
敗
戦
直
後
の
混
乱
期
に
、

死
者
を
ま
と
も
に
弔
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
悔
い

も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
過
去
の
死
者
へ
の
悔
い
が
、

必
要
以
上
な
葬
儀
の
大
型
化
を
招
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
弔
う
気
持
ち
の
大
き
さ
を
、
祭
壇
を
大
き
く

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
競
っ
て
い
っ
た
。

　
問
題
は
祭
壇
の
大
型
化
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
葬

儀
の
進
め
方
、
会
葬
者
の
構
成
変
化
、
と
さ
ま
ざ
ま

な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

　
戦
前
の
葬
儀
は
、
特
別
な
社
会
的
立
場
を
も
っ
だ

人
の
場
合
を
除
き
、
会
葬
者
は
せ
い
ぜ
い
が
１
０
０

人
内
外
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
8
0
年
代
に
な
る
と
、
一

般
的
な
葬
儀
の
会
葬
者
が
約
３
０
０
人
と
い
わ
れ
る

ま
で
に
な
っ
た
。

　
問
題
は
そ
の
会
葬
者
の
構
成
で
あ
る
。
か
つ
て
葬

儀
の
会
葬
者
は
、
本
人
の
血
縁
・
地
縁
を
中
心
と
し

た
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
多
く
の
場
合
は
留
ま
っ
て
い

た
の
だ
が
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
会
葬
者
数
の

増
加
と
共
に
、
そ
の
範
囲
も
拡
大
し
て
い
っ
た
。
8
0

年
代
の
平
均
的
な
葬
儀
に
お
い
て
、
血
縁
・
地
縁
・

友
人
関
係
な
ど
、
死
者
本
人
を
知
る
人
は
約
３
割
に

す
ぎ
ず
、
残
り
の
７
割
は
、
本
人
の
子
の
職
場
の
取

引
先
な
ど
、
本
人
の
生
前
を
知
ら
な
い
人
で
占
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
会
葬
者
の
多
数
を
死
者
本
人
を
知
ら
な
い
第
三
者

が
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
葬
儀
の
性
格
を

変
え
た
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

　
会
葬
者
に
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
に
祭
壇
を
立
派

に
し
、
会
葬
者
が
長
時
間
待
た
な
く
て
い
い
よ
う
に

葬
儀
式
と
告
別
式
を
併
行
運
営
し
て
時
間
短
縮
を
行

い
、
夜
の
弔
問
者
の
便
を
図
っ
て
通
夜
ま
で
告
別
式

同
様
に
式
典
化
し
て
公
開
し
…
と
、
葬
儀
の
社
会
儀

礼
化
、
そ
れ
に
伴
う
合
理
化
を
推
し
進
め
た
の
で
あ

る
。

　
葬
儀
に
は
本
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
あ
る
。
生

起
し
た
死
の
衝
撃
に
対
す
る
葛
藤
、
断
念
し
死
者
を

あ
の
世
へ
と
送
り
出
す
作
業
、
社
会
的
に
死
を
告
知

し
別
れ
る
こ
と
、
火
葬
な
ど
の
物
理
的
な
遺
体
処
理
、

そ
し
て
こ
う
し
た
儀
礼
の
範
囲
に
留
ま
ら
な
い
悲
嘆

の
処
理
で
あ
る
。
告
別
式
に
象
徴
さ
れ
る
社
会
儀
礼

は
、
葬
儀
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
が
葬
儀

で
は
な
い
。

　
終
末
期
の
看
取
り
か
ら
四
十
九
日
、
一
周
忌
と
続

く
喪
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
葬
儀
で
あ
る
。

　
だ
が
、
告
別
式
が
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
肥
大
化
し
、

葬
儀
式
の
時
間
を
追
い
や
り
、
今
や
死
と
い
う
事
態
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へ
の
近
親
者
の
葛
藤
の
時
間
で
あ
る
べ
き
通
夜
の
時

間
ま
で
を
も
侵
食
し
、
夜
間
告
別
式
と
化
し
て
し
ま

っ
た
。

　
奇
妙
な
こ
と
、
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
葬
儀
が

盛
大
に
な
る
の
と
反
比
例
す
る
形
で
、
死
・
葬
儀
を

論
じ
る
こ
と
が
社
会
的
に
忌
避
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
幾
多
の
不
況
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た

葬
儀
も
、
今
回
の
バ
ブ
ル
崩
壊
は
違
っ
た
。
こ
れ
を

機
に
大
き
く
変
化
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
方
向
は
一
ロ
に
言
え
ば
「
個
人
化
」
で
あ
る
。

不
況
の
影
響
を
受
け
て
葬
儀
に
お
金
を
あ
ま
り
使
わ

な
く
な
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
高
度
経
済
成
長
期
以

降
の
社
会
儀
礼
一
色
、
無
個
性
化
し
か
葬
儀
へ
の
反

発
・
反
動
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
つ
は
、
社
会
儀
礼
色
を
排
除
し
て
、
本
人

を
よ
く
知
る
者
だ
け
で
葬
儀
を
し
よ
う
と
い
う
動
き

で
あ
る
。
9
0
年
代
に
な
る
と
、
社
会
的
に
告
知
せ
ず
、

近
親
者
だ
け
で
営
む
密
葬
が
支
持
を
受
け
、
「
家
族

葬
」
と
い
う
新
し
い
名
前
を
与
え
ら
れ
、
急
速
に
拡

大
し
、
新
し
い
流
れ
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　
も
う
一
つ
は
、
個
性
化
、
多
様
化
で
あ
る
。

　
葬
儀
は
黒
白
と
い
う
慣
習
が
薄
れ
、
死
者
本
人
の

好
み
や
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
た
色
彩
豊
か
な
花
が
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
畏
ま
っ
て
い
た
遺
影
も
、

笑
顔
、
横
顔
な
ど
個
性
尊
重
型
に
な
り
、
盛
大
な
弔

い
の
象
徴
で
あ
る
宮
型
白
木
祭
壇
の
人
気
が
低
下

し
、
は
て
は
葬
儀
式
と
告
別
式
と
を
日
程
分
離
し
て

「
お
別
れ
会
」
と
し
て
営
む
こ
と
が
人
気
を
集
め
た

り
…
と
、
多
様
な
形
態
の
葬
儀
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
。

３
一
変
わ
る
遺
族

　
①
―
家
族
の
分
散
・
解
体

　
　
「
平
成
1
2
年
国
民
生
活
基
礎
調
査
」
（
厚
生
労
働

　
省
）
に
よ
る
と
、
日
本
の
8
0
年
の
平
均
世
帯
人
員
は

　
３
・
2
8
人
で
あ
っ
た
。
す
で
に
6
0
年
代
以
降
の
核
家

　
族
化
の
影
響
を
受
け
て
少
数
化
し
て
の
数
字
で
あ

　
る
。
そ
の
2
0
年
後
の
0
0
年
に
は
さ
ら
に
０
・
5
2
人
滅

　
少
し
て
２
・
7
6
人
と
な
っ
た
。
8
0
年
に
は
４
人
世
帯

　
が
最
も
多
く
2
5
・
８
％
占
め
て
い
た
が
、
0
0
年
に
は

　
２
人
世
帯
の
2
6
・
３
％
（
8
0
年
は
1
5
・
４
％
）
、
１

　
人
世
帯
の
2
4
・
１
％
（
8
0
年
は
1
8
・
１
％
）
、
３
人

　
世
帯
の
1
9
・
２
％
（
8
0
年
は
1
7
・
８
％
）
に
続
く
第

　
４
位
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。

　
　
何
も
１
人
世
帯
の
増
加
は
非
婚
化
を
背
景
に
し
た

　
若
い
世
代
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
高
齢
者
の
単
独

　
世
帯
も
急
増
し
て
い
る
。

　
　
今
や
核
家
族
か
ら
、
家
族
解
体
・
家
族
分
散
の
時

　
代
に
突
入
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
　
葬
儀
を
観
測
し
て
い
て
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ

　
れ
は
遺
族
の
間
に
死
者
に
対
す
る
温
度
差
が
生
じ
て

　
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
の
例
を
示
そ
う
。

　
　
8
4
歳
の
男
性
で
の
葬
儀
で
は
、
遺
族
が
1
8
人
で
あ

　
っ
た
。
構
成
は
、
配
偶
者
と
本
人
の
４
人
の
子
供
の

　
家
族
に
本
人
の
弟
で
あ
る
。
こ
れ
は
典
型
的
と
い
う

　
よ
り
少
し
大
き
い
遺
族
集
団
で
あ
っ
た
。

　
　
だ
が
、
遺
族
は
、
北
海
道
・
東
京
・
関
西
と
散
っ

　
て
お
り
、
地
元
九
州
で
の
本
人
の
晩
年
は
、
配
偶
者
と

　
離
婚
し
て
戻
っ
た
娘
の
３
人
で
の
生
活
で
あ
っ
た
。

　
　
そ
の
葬
儀
で
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
た
の
は
、
晩
年
の

　
生
活
を
共
に
し
、
介
護
し
た
配
偶
者
と
娘
の
２
人
の

　
み
。
残
り
の
遺
族
は
「
高
齢
だ
っ
た
か
ら
」
と
、
こ

　
の
男
性
の
死
を
当
た
り
前
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
ば

　
か
り
の
対
応
で
あ
っ
た
。
孫
た
ち
に
い
た
っ
て
は
久

　
し
ぶ
り
に
会
っ
て
楽
し
く
旧
交
を
温
め
て
い
る
と
い

特
集
・
都
市
と
健
康
⑦
安
心
し
て
死
を
迎
え
ら
れ
ま
す
か
？

う
感
じ
さ
え
あ
っ
た
。

　
死
別
の
悲
嘆
が
、
遺
族
間
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
個
別
化
し
、
孤
立
化
し
て
い
た
。

　
遺
族
だ
か
ら
死
別
の
悲
嘆
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

遺
族
の
中
に
さ
ら
に
悲
嘆
に
対
す
る
温
度
差
が
あ

る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
遺
族
の
光
景
は
今
や
珍
し

い
も
の
で
は
な
い
。

　
「
統
計
か
ら
見
た
わ
が
国
の
高
齢
者
」
（
0
0
年
総

務
庁
統
計
局
）
か
ら
、
世
帯
構
造
別
の
高
齢
者
の
い

る
世
帯
数
の
推
移
を
8
0
年
と
0
0
年
と
比
較
す
る
形
で

見
て
み
よ
う
（
表
―
１
）
。

　
高
齢
者
だ
け
の
世
帯
が
8
0
年
に
は
2
6
・
９
％
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
0
0
年
に
は
4
6
・
８
％
に
ま
で
急

上
昇
し
て
い
る
。
高
齢
者
を
囲
む
環
境
は
大
き
く
変

化
し
て
い
る
。

　
か
つ
て
は
自
宅
で
、
生
活
の
中
で
家
族
に
世
話
さ

れ
て
終
末
期
を
過
ご
し
た
。
だ
が
、
今
は
、
血
統
と

い
う
意
味
で
の
家
で
は
な
く
、
生
活
の
場
と
し
て
の

家
を
見
た
と
き
に
は
、
高
齢
者
は
孤
立
し
て
終
末
期

を
過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。

　
死
亡
の
場
所
も
、
6
5
年
は
自
宅
で
の
死
が
6
5
％
あ

っ
た
。
戦
前
を
見
る
な
ら
ば
、
医
療
環
境
が
劣
悪
な

こ
と
も
あ
り
、
８
割
が
自
宅
で
の
死
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
8
0
年
に
は
3
8
％
と
大
き
く
低
下
し
、
9
9
年
に
は

自
宅
で
の
死
が
1
5
％
に
ま
で
低
下
し
た
。
今
や
自
宅

で
の
死
は
珍
し
く
、
貴
重
な
も
の
と
な
っ
た
。
（
「
人

口
動
態
統
計
」
に
よ
る
）

　
か
つ
て
日
本
人
は
、
死
を
生
活
の
場
で
あ
る
自
宅

で
迎
え
た
。
と
い
う
こ
と
は
家
庭
と
い
う
中
に
終
末

期
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
家
庭
で

は
看
取
る
力
が
極
端
に
減
少
し
、
病
院
等
へ
そ
れ
が

表―1　世帯構造別高齢者のいる世帯の推移

増減

＋9.0

＋10.9

2000年

19.7％

27.1％

46.8％

1980年

10.7％

16.2％

26.9％

単独世帯

夫婦世帯

計
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②
―
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
死



委
託
さ
れ
、
そ
し
て
２
親
等
ど
こ
ろ
か
、
ご
く
わ
ず

か
な
家
族
が
見
守
る
中
で
死
を
迎
え
る
。

　
さ
ら
に
葬
儀
の
場
も
、
か
つ
て
は
自
宅
で
営
ま
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
が
、
葬
儀
専
門
会
館
で
あ
る

斎
場
へ
と
移
行
し
て
き
て
い
る
。

４
一
変
わ
る
高
齢
者

①
―
戦
後
派
と
な
っ
た
高
齢
者

　
高
齢
者
が
子
と
同
居
し
な
い
の
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
無
視
で
き
な
い
の

は
高
齢
者
の
意
思
、
考
え
方
の
変
化
で
あ
る
。

　
か
つ
て
「
老
人
の
世
話
を
す
る
の
は
子
の
務
め
」

と
言
わ
れ
た
の
は
、
何
も
儒
教
の
倫
理
観
だ
け
か
ら

の
も
の
で
は
な
い
。
農
業
等
の
家
業
を
営
み
、
承
継

さ
れ
る
生
活
共
同
体
に
付
随
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
「
家
」
が
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
農
業
は
衰
退
し
、
商
店
等
に
し
て
も
激
し

い
社
会
変
動
の
中
で
家
業
の
承
継
そ
の
も
の
が
困
難

な
状
況
に
あ
る
。
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
に
大
き

く
姿
を
変
え
た
の
は
、
家
と
い
う
生
活
基
盤
で
あ
り
、

そ
れ
が
一
代
限
り
の
家
で
あ
る
核
家
族
を
普
遍
化
し

た
こ
と
で
あ
る
。

　
今
の
8
0
歳
未
満
の
高
齢
者
は
、
幼
・
青
年
期
に
戦

争
を
体
験
し
た
世
代
で
あ
る
が
、
生
活
意
識
と
い
う

点
か
ら
す
れ
ば
、
「
戦
後
派
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い

い
だ
ろ
う
。
若
く
し
て
生
活
苦
と
闘
い
、
敗
戦
に
よ

り
価
値
観
の
転
換
を
強
い
ら
れ
、
成
人
し
た
後
は
、

戦
後
の
混
乱
の
中
か
ら
這
い
上
が
る
よ
う
に
し
て
核

家
族
を
切
り
開
き
、
そ
れ
を
体
現
し
て
き
た
世
代
で

あ
る
。

　
彼
ら
は
も
は
や
「
子
が
親
の
世
話
を
す
る
の
が
当

た
り
前
」
と
は
考
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
た
ち

も
郷
里
の
長
男
な
ど
に
老
親
を
預
け
、
都
市
に
出
て
、

核
家
族
を
営
ん
で
き
た
者
た
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
郷
里
を
離
れ
て
都
市
に
出
た
者
は
、
自
分
自
身
が

親
の
介
護
や
祭
祀
を
行
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に

子
に
そ
れ
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
郷
里
に

残
っ
た
者
も
、
子
が
都
市
に
出
て
行
き
、
子
に
守
ら

れ
る
こ
と
を
期
待
で
き
な
い
。
子
の
世
話
に
な
る
と

し
て
も
住
み
慣
れ
た
田
舎
の
生
活
環
境
を
離
れ
、
都

市
に
住
む
子
の
家
の
近
く
の
ア
パ
ー
ト
暮
ら
し
と
い

う
「
呼
び
寄
せ
老
人
」
の
仲
間
入
り
す
る
し
か
な
い
。

そ
れ
は
嫌
で
あ
る
。

　
今
、
高
齢
者
の
老
後
や
死
後
に
対
す
る
キ
ー
ワ
ー

ド
は
「
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
」
で
あ
る
。
「
老
後

の
設
計
」
「
死
後
の
設
計
」
を
考
え
る
こ
と
が
こ
ん

な
に
大
き
な
流
れ
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
1
0
年
ほ
ど

前
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
戦
後
派
高
齢
者
」

の
出
現
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
今
の
高
齢
者
に
は
「
後
の
世
代
が
全
て
を
う
ま
く

処
理
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
信
頼
も
保
障
も

な
い
。
ま
た
、
高
齢
化
の
達
成
に
よ
り
、
「
余
生
」
と

言
う
に
は
あ
ま
り
に
長
い
後
半
生
で
あ
る
。
「
タ
ー

ミ
ナ
ル
」
の
あ
り
方
を
真
剣
に
考
え
る
高
齢
者
の
出

現
に
は
理
由
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
変
化
の
中
で
、
再
び
の
３
世
代
同
居
や

地
縁
の
回
復
を
説
く
だ
け
で
は
問
題
は
解
決
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
や
生
活

感
覚
、
食
生
活
の
相
違
も
あ
り
、
異
世
代
同
居
が
必

ず
し
も
高
齢
者
に
と
っ
て
快
適
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

ど
う
い
っ
た
共
同
性
の
あ
り
方
が
い
い
か
は
、
未
体

験
の
新
た
な
課
題
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
。

②
―
子
の
な
い
高
齢
者

　
「
平
成
1
0
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
」
に
よ
る
と
、

高
齢
単
身
者
世
帯
の
3
2
・
４
％
、
高
齢
夫
婦
世
帯
の

1
9
・
６
％
が
「
子
は
い
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。

「
平
成
1
2
年
国
民
生
活
基
礎
調
査
」
に
よ
る
と
、
高

齢
者
の
単
独
世
帯
は
３
０
７
９
千
世
帯
、
同
夫
婦
世

帯
は
４
２
３
４
千
世
帯
で
あ
る
。

　
こ
の
２
つ
の
調
査
か
ら
推
定
す
る
と
、
「
子
が
い

な
い
高
齢
者
」
は
約
１
８
０
万
世
帯
、
人
数
に
し
て

約
２
７
０
万
人
と
な
る
。
0
0
年
の
高
齢
者
の
総
数

（
３
３
３
４
万
人
）
の
８
％
に
相
当
す
る
。

　
世
帯
が
子
と
は
別
に
な
っ
て
い
て
も
、
同
じ
敷

地
・
建
物
に
住
ん
で
い
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
別

に
家
を
か
ま
え
て
い
て
も
、
す
ぐ
近
所
に
住
ん
で
い

る
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
子
が
い
て
も
子
が
片
道

１
時
間
以
上
の
遠
距
離
に
住
ん
で
い
る
高
齢
者
は
ど

の
く
ら
い
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
先
ほ
ど
と
同
じ

２
つ
の
デ
ー
タ
を
掛
け
合
わ
せ
て
推
計
す
る
と
表
―

２
の
よ
う
に
な
る
。

　
子
が
い
て
も
子
と
完
全
に
独
立
し
て
い
る
高
齢
者

は
世
帯
数
に
し
て
約
１
９
８
万
世
帯
、
人
数
に
し
て

約
３
２
２
万
人
で
あ
る
。
高
齢
者
総
数
の
９
・
６
％

に
相
当
す
る
。

　
子
が
な
い
高
齢
者
と
子
が
い
て
も
完
全
に
独
立
し

て
生
活
し
て
い
る
高
齢
者
の
総
数
は
、
あ
く
ま
で
推

計
で
は
あ
る
が
、
全
国
で
５
９
２
万
人
、
高
齢
者
総

数
の
約
1
8
％
に
な
る
。
6
0
年
時
点
の
6
5
歳
以
上
人
口

（
５
４
０
万
人
）
を
上
回
っ
て
い
る
。

　
自
ら
の
死
後
の
み
な
ら
ず
、
老
後
を
も
、
家
族
に

託
せ
な
い
、
あ
る
い
は
託
す
意
思
の
な
い
高
齢
者
の

大
量
出
現
で
あ
り
、
そ
し
て
今
後
ま
す
ま
す
こ
の
傾

向
は
進
む
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

５
一
シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル
遺
跡
の
意
味
―
終
わ
り
に

表―2　子が片道1時間以上の遠距離に
　　　　住んでいる高齢者（推計）

人数

約74万

約248万

約322万

世帯数

約74万

約124万

約198万

高齢単身者世帯

高齢夫婦世帯

計
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北
イ
ラ
ク
の
シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル
で
、
４
万
年
以
上
前

の
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
。

　
そ
こ
に
は
死
者
を
葬
っ
た
共
同
墓
地
跡
が
あ
り
、

こ
の
人
骨
の
周
辺
か
ら
花
粉
が
発
見
さ
れ
た
。

　
こ
れ
が
一
大
事
件
で
あ
っ
た
の
は
、
古
代
の
原
人

が
死
者
を
埋
葬
し
て
い
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
な

い
。
花
粉
が
人
骨
の
周
辺
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、

埋
葬
に
際
し
て
人
が
花
を
供
え
て
い
た
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
死
者
を
弔
う
行
為
と
し
て
埋
葬
が
な
さ

れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
死
が
発
生
す
れ
ば
、
そ
の
死
体
は
腐
敗
を
開
始
す

る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
は
お
け
な
い
。
何
ら
か

の
処
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
風
葬
、
土
葬
、

火
葬
、
水
葬
…
は
、
時
代
に
応
じ
、
あ
る
い
は
民
族

に
応
じ
、
人
々
の
生
活
環
境
に
お
い
て
選
択
さ
れ
て

き
た
死
体
の
物
理
的
処
理
で
あ
り
、
葬
法
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
死
体
の
物
理
的
処
理
は
、
そ
れ

だ
け
を
目
的
に
し
て
は
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
死
者

を
弔
う
と
い
う
遺
さ
れ
た
者
の
感
情
を
伴
っ
て
行
わ

れ
た
。
も
つ
と
言
う
な
ら
ば
、
死
者
を
弔
う
一
環
と

し
て
土
葬
や
火
葬
な
ど
の
死
体
の
物
理
的
処
理
が
行

わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
人
間
を
他
の

動
物
と
異
に
す
る
分
岐
点
の
一
つ
で
あ
り
、
葬
送
を

文
化
と
し
て
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
他
方
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
に
は
一
部
で
は
あ
る
が
、

古
来
か
ら
「
野
垂
死
」
に
対
す
る
憧
憬
が
あ
る
。

「
野
垂
死
」
と
は
行
路
死
亡
人
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
弔
い
を
不
要
と
す
る
考
え
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
思
想
は
「
自
ら
の
死
」
を
願
望
す
る

も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
家
族
の

死
を
願
う
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
死
に
方
と
葬
法
と
は
基
本
的
に
異
な
る
。
死
は
そ

の
当
の
本
人
に
降
り
か
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
葬
と

は
本
人
以
外
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら

だ
。

　
人
の
死
は
葬
を
も
た
ら
し
、
葬
は
死
者
と
遺
さ
れ

た
者
と
の
人
間
関
係
を
映
し
出
し
て
営
ま
れ
る
。
死

は
必
ず
し
も
死
者
本
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
遺

さ
れ
た
者
に
も
生
起
す
る
。
死
別
と
は
、
遺
さ
れ
た

者
に
と
っ
て
も
死
者
と
取
り
結
ん
で
き
た
関
係
の
死

で
あ
り
、
本
人
に
死
後
は
な
く
と
も
、
遺
さ
れ
た
者

特
集
・
都
市
と
健
康
⑦
安
心
し
て
死
を
迎
え
ら
れ
ま
す
か
？

は
確
実
に
死
後
の
現
実
に
立
ち
向
か
わ
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
だ
。
そ
の
た
め
に
営
ま
れ
る
こ
と
の
一
つ
、

そ
し
て
最
初
に
営
ま
れ
る
の
が
葬
で
あ
る
。

　
「
葬
」
と
同
じ
く
「
ソ
ウ
」
と
読
む
語
に
「
喪
」

が
あ
る
。
「
葬
」
が
、
直
接
的
に
は
土
葬
、
火
葬
な

ど
の
死
体
の
物
理
的
処
理
を
指
す
の
に
対
し
て
、

「
喪
」
と
い
う
語
は
、
人
の
死
に
ま
つ
わ
る
感
情
、

死
別
を
悲
し
み
悼
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
花
粉
が
意

味
す
る
も
の
は
、
人
の
死
が
発
生
し
た
と
き
、
遺
さ

れ
た
者
ら
は
悲
し
み
や
悼
み
の
想
い
の
中
で
喪
を
営

み
、
そ
の
一
環
と
し
て
死
者
を
葬
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
喪
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
葬
、
こ
れ
は
弔
う
こ
と
か

ら
離
れ
た
死
体
処
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
高
齢
者
と
家
族
の
未
来
を
考
え
る
と
、
拾
骨
を
拒

否
す
る
遺
族
の
出
現
は
、
単
な
る
死
体
処
理
が
今
後

横
行
す
る
予
兆
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。

<
葬
送
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
雑
誌
「
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ⅰ
」
編

集
長
>
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