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一
、
折
口
信
夫
「
死
者
の
書
」
か
ら

　

「　

こ
ゝ
は
、
何
處（
ド
コ
）だ
い
の
。

　
　
　

 

知
ら
ぬ
か
い
よ
。
大
和
に
と
つ
て
は
大
和
の
國
、
河
内
に
と
つ
て
は
河
内
の
國
の
大
關（
オ
ホ
ゼ
キ
）。
二
上
の
當
麻
路（
タ

ギ
マ
ヂ
）の
關（
セ
キ
）――

。

　

別
の
長
老（
ト
ネ
）め
い
た
者
が
、
説
明
を
續（
ツ
）い
だ
。

　
　
　

 

四
五
十
年
あ
と
ま
で
は
、
唯（
タ
ダ
）關
と
言
ふ
ば
か
り
で
、
何
の
標（
シ
ル
シ
）も
な
か
つ
た
。
其（
ソ
レ
）が
あ
の
、
近
江
の

滋
賀
の
宮
に
馴
染
み
深
か
つ
た
、
其
よ
。
大
和
で
は
、
磯
城（
シ
キ
）の
譯
語
田（
ヲ
サ
ダ
）の
御
館（
ミ
タ
チ
）に
居
ら
れ
た
お
方
。

池
上
の
堤
で
命
召
さ
れ
た
あ
の
お
方
の
骸（
ム
ク
ロ
）を
、
罪
人
に
殯（
モ
ガ
リ
）す
る
は
、
災
の
元
と
、
天
若
日
子（
ア
メ
ワ

動
揺
す
る
死
生
観

―
―
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カ
ヒ
コ
）の
昔
語
り
に
任
せ
て
、
其
ま
ゝ
此
處（
コ
コ
）に
お
搬
び
な
さ
れ
て
、
お
埋（
イ
）け
に
な
つ
た
の
が
、
此
塚
よ
。

　

以
前
の
聲
が
、
ま
う
一
層
皺（
シ
ワ
）が
れ
た
響
き
で
、
話
を
ひ
き
と
つ
た
。

　
　
　

 
其
時
の
仰
せ
に
は
、
罪
人
よ
。
吾
子（
ワ
コ
）よ
。
吾
子
の
爲
了（
シ
ヲ
フ
）せ
な
ん
だ
荒（
ア
ラ
）び
心
で
、
吾
子
よ
り
も
も
つ

と
、
わ
る
い
猛
び
心
を
持
つ
た
者
の
、
大
和
に
來
向
ふ
の
を
、
待
ち
押
へ
、
塞（
サ
）へ
防
い
で
居
ろ
、
と
仰
せ
ら
れ
た
。

　
　
　

ほ
ん
に
、
あ
の
頃
は
、
ま
だ
お
れ
た
ち
も
、
壯
盛（
ワ
カ
ザ
カ
）り
ぢ
や
つ
た
に
。
今
で
は
も
う
、
五
十
年
昔
に
な
る
げ
な
。

　

今
一
人
が
、
相
談
で
も
し
か
け
る
樣
な
、
口
ぶ
り
を
插
ん
だ
。

　
　
　

 

さ
い
や
。
あ
の
時
も
、
墓
作
り
に
雇
は
れ
た
。
そ
の
後
も
、
當
麻
路
の
修
覆
に
召
し
出
さ
れ
た
。
此
お
墓
の
事
は
、
よ
く

知
つ
て
居
る
。
ほ
ん
の
苗
木
ぢ
や
つ
た
栢（
カ
ヘ
）が
、
此（
コ
レ
）ほ
ど
の
森
に
な
つ
た
も
の
な
。
畏（
コ
ハ
）か
つ
た
ぞ
よ
。

此
墓
の
み
魂（
タ
マ
）が
、
河
内
安
宿
部（
ア
ス
カ
ベ
）か
ら
石
擔（
モ
）ち
に
來
て
居
た
男
に
、
憑（
ツ
）い
た
時
は
な
う
。」

 

（
折
口
、
一
九
七
四
、
一
九
〜
二
〇
）　

　

人
は
死
ぬ
と
魂
は
山
を
経
て
天
に
戻
っ
て
行
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
山
中
他
界
観
や
、
怨
み
を
持
っ
て
死
ん
だ
魂
が
祟
る
と
い

う
御
霊
信
仰
な
ど
の
民
俗
的
死
生
観
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
山
に
眠
り
時
に
祟
り
を
な
す
恐
ろ
し
い
怨
霊
が
、

新
し
く
入
っ
て
き
た
仏
教
の
西
方
浄
土
信
仰
か
ら
見
る
と
、
ま
っ
た
く
違
う
像
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　
　

 

春
秋
の
彼
岸
中
日
、
入
り
方
の
光
り
輝
く
雲
の
上
に
、
ま
ざ
〴
〵
と
見
た
お
姿
。
此
日
本（
ヤ
マ
ト
）の
國
の
人
と
は
思
は
れ
ぬ
。

だ
が
、
自
分
の
ま
だ
知
ら
ぬ
こ
の
國
の
男
子（
ヲ
ノ
コ
ゴ
）た
ち
に
は
、
あ
ゝ
言
ふ
方
も
あ
る
の
か
知
ら
ぬ
。
金
色（
コ
ン
ジ
キ
）

の
鬢
、
金
色
の
髮
の
豐
か
に
垂
れ
か
ゝ
る
片
肌
は
、
白
々
と
袒（
ヌ
）い
で
美
し
い
肩
。
ふ
く
よ
か
な
お
顏
は
、
鼻
隆（
タ
カ
）く
、

眉
秀（
ヒ
イ
）で
夢
見
る
や
う
に
ま
み
を
伏
せ
て
、
右
手
は
乳
の
邊
に
擧
げ
、
脇
の
下
に
垂
れ
た
左
手
は
、
ふ
く
よ
か
な
掌
を
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見
せ
て
…
…
あ
ゝ
雲
の
上
に
朱
の
唇
、
匂（
ニ
ホ
）ひ
や
か
に
ほ
ゝ
笑
ま
れ
る
と
見
た
…
…
そ
の
俤（
オ
モ
カ
ゲ
）。

　
　

 

日
の
み
子
さ
ま
の
御
側
仕
へ
の
お
人
の
中
に
は
、
あ
の
樣
な
人
も
お
い
で
に
な
る
も
の
だ
ら
う
か
。
我
が
家（
ヤ
）の
父
や
、

兄
人（
セ
ウ
ト
）た
ち
も
、
世
間
の
男
た
ち
と
は
、
と
り
わ
け
て
お
美
し
い
、
と
女
た
ち
は
噂
す
る
が
、
其
す
ら
似
も
つ
か
ぬ

…
…
。

 

（
折
口
、
一
九
七
四
、
三
三
〜
三
四
）　

　

こ
こ
が
文
字
だ
け
で
は
な
か
な
か
わ
か
り
に
く
い
の
で
、折
口
は「
山
越
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
」と
い
う
解
説
的
な
文
章
を
書
く
。

　
　

 

こ
の
繪
は
、
彌
陀
佛
の
腰
か
ら
下
は
、
山
の
端（
ハ
）に
隱
れ
て
、
其
か
ら
前
の
畫
面
は
、
す
つ
か
り
自
然
描
寫 ―

―
 

と
い

ふ
よ
り
も
、
壺
前
栽（
ツ
ボ
セ
ン
ザ
イ
）を
描
い
た
と
い
ふ
や
う
な
圖
ど
り
で
あ
る
。
一
番
心
の
打
た
れ
る
の
は
、
山
の
外
輪

に
添
う
て
立
ち
竝
ぶ
峰
の
松
原
で
あ
る
。
そ
の
松
原
ご
し
に
、
阿
彌
陀
は
出
現
し
て
ゐ
る
訣（
ワ
ケ
）で
あ
つ
た
。
十
五
夜
の

山
の
端
か
ら
、
月
の
上
つ
て
來
る
の
を
待
ち
つ
け
た
氣
持
ち
で
あ
る
。
下
は
紅
葉
が
あ
つ
た
り
、
瀧
を
あ
し
ら
つ
た
り
し
て
、

古
く
か
ら
の
山
越
し
の
阿
彌
陀
像
の
約
束
を
、
活（
イ
カ
）さ
う
と
し
た
古
典
繪
家
の
意
趣
は
、
併（
シ
カ
）し
な
が
ら
、
よ
く

現
れ
て
ゐ
る
。

 

（
折
口
、
一
九
七
四
、
一
六
五
）　

　

来
迎
美
術
の
中
に
、
山
越
の
阿
弥
陀
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
。
来
迎
図
、
来
迎
美
術
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
、
諸
菩

薩
を
従
え
て
、
死
ん
だ
人
を
西
方
浄
土
に
迎
え
る
た
め
に
人
間
世
界
へ
下
降
す
る
さ
ま
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
来
迎
図
の
中
で
特

に
、
山
の
端
か
ら
阿
弥
陀
如
来
や
菩
薩
が
半
身
を
現
わ
し
て
い
る
も
の
を
山
越
阿
弥
陀
図
と
い
う
。「
死
者
の
書
」
で
は
藤
原
南

家
の
郎
女（
イ
ラ
ツ
メ
）が
、
二
上
山
の
真
ん
中
に
落
ち
る
夕
陽
に
、
こ
の
山
越
え
の
阿
弥
陀
を
幻
視
す
る
の
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
が
、単
に
山
越
阿
弥
陀
の
出
現
だ
け
で
な
く
、そ
こ
に
そ
れ
以
前
の
他
界
観
、怨
霊
観
が
重
な
っ
て
揺
れ
て
い
る
様
が
、「
死

者
の
書
」
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
項
対
立
で
は
な
く
、
混
同
も
し
く
は
融
合
、
動
揺
と
い
う
べ
き
像
で

あ
ろ
う
。
阿
弥
陀
仏
と
大
津
皇
子（
さ
ら
に
天
若
日
子
）を
重
ね
合
わ
せ
た
藤
原
南
家
郎
女
を
、
逆
に
大
津
皇
子
の
怨
霊
は
、
自
ら

が
首
は
ね
ら
れ
る
最
期
に
見
た
耳
面
刀
自（
ミ
ミ
モ
ノ
ト
ジ
）と
重
ね
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
動
揺
は
念
が
入
っ
て
い
る
。

　

蛇
足
を
付
け
加
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
意
図
的
な
混
同
や
動
揺
を
言
語
の
迷
宮
と
し
て
閉
じ
込
め
た
「
死
者
の
書
」
を
読
解
す

る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
川
本
喜
八
郎
の
人
形
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
「
死
者
の
書
」（
二
〇
〇
五
）に
イ
メ
ー
ジ
化
を
大
い
に
助

け
ら
れ
た
と
告
白
し
て
お
こ
う
。

二
、
阿
弥
陀
来
迎

　

奈
良
当
麻
寺
に
伝
わ
る
当
麻
曼
荼
羅（
国
宝
）は
、
天
平
時
代
に
中
将
姫
が
蓮
糸
で
織
っ
た
と
い
う
伝
説
を
持
ち
、
こ
れ
は
後
世
、

縁
起
物
語
と
発
展
し
て
い
っ
た
。「
死
者
の
書
」
は
そ
の
よ
う
な
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
物
語
の
も
っ
と
も
新
し
い
も
の
と
い
う
こ
と

も
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絵
巻
に
も
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
来
迎
を
描
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
絵
巻
を
解
読
す
る
『
絵
巻

物
に
よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引
』（
以
下
絵
引
と
略
す
）と
い
う
参
考
図
書
が
あ
る
。
渋
澤
敬
三
が
ア
イ
デ
ア
を
出
し
、
宮
本
常
一

が
実
質
的
に
解
説
を
書
い
た
も
の
だ
が
、
そ
の
第
三
巻
に
こ
の
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
絵
引
は
そ
の
書
名

が
示
す
よ
う
に
、
日
本
の
常
民
の
生
活
を
絵
巻
か
ら
引
い
て
く
る
と
い
う
目
的
で
作
ら
れ
て
い
る
。
英
語
のcom

m
on people

の
訳
語
と
し
て
、
庶
民
、
衆
庶
等
の
語
感
を
避
け
、
貴
族
・
武
家
・
僧
侶
階
層
等
を
除
き
、
農
山
漁
村
の
み
な
ら
ず
市
街
地
を
合
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せ
農
工
商
等
一
般
が
含
ま
れ
る
、
日
本
民
族
文
化
の
基
底（
伝
統
）――

 

と
く
に
「
基
層
文
化
」
を
伝
存
共
有
す
る
人
々
と
い
う
意

味
で
、
常
民
と
い
う
こ
と
ば
が
造
出
さ
れ
た
。
渋
澤
敬
三
が
作
出
し
、
柳
田
国
男
も
後
に
是
認
し
た
と
い
う（
竹
内
利
美
、
二
〇
〇
一
、

「
常
民
」
の
項
）。
そ
の
よ
う
な
独
自
の
視
点
か
ら
の
解
読
で
あ
る
か
ら
、
来
迎
図
で
も
神
仏
の
こ
と
に
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
ず
、

あ
く
ま
で
常
民
の
生
活
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
し
て
見
て
い
る
。
解
説
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　

 

さ
て
弥
陀
に
し
た
が
う
二
十
五
菩
薩
は
琵
琶
、
横
笛
、
笙
、
琴
、
鉦
、
太
鼓
な
ど
な
ら
し
、
天
蓋
、
蓮
華
を
さ
さ
げ
香
を
た

き
、
死
が
人
生
最
上
の
世
界
で
あ
る
か
の
よ
う
な
形
式
で
迎
え
に
来
る
。
こ
こ
に
も
そ
う
し
た
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
姿
は
今
日
葬
式
の
行
列
に
お
も
か
げ
を
と
ど
め
て
い
る
。
中
世
末
ま
で
の
葬
儀
は
多
く
夜
間
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、

今
日
念
仏
宗
で
お
こ
な
わ
れ
る
葬
式
は
、
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
に
入
っ
て
ひ
ろ
く
流
行
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

 

（
渋
澤
、
一
九
八
四
、
一
一
八
）　

　
　

 

太
鼓
を
打
ち
、
摺
鉦
を
な
ら
し
、
龍
頭
を
か
か
げ
る
こ
と
、
今
日
の
葬
列
も
同
様
で
あ
る
。
さ
て
夜
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
葬

儀
が
昼
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
絵
巻
に
見
え
る
限
り
で
は
『
一
遍
聖
絵
』
で
も

『
親
鸞
聖
人
絵
伝
』
で
も
す
べ
て
夜
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
松
明
を
と
ぼ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
何
時
の
頃
か

ら
か
昼
間
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
葬
列
も
は
な
や
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

葬
式
が
昼
間
に
な
っ
て
も
夜
間
お
こ
な
わ
れ
た
名
残
は
見
ら
れ
て
、
辻
々
に
松
火
の
形
式
的
な
も
の
を
た
て
、
ま
た
燭
台
を

持
っ
て
い
く
。
し
か
し
弥
陀
来
迎
図
に
は
そ
う
い
う
も
の
は
な
い
。
弥
陀
の
来
迎
は
す
べ
て
夕
日
が
西
に
か
た
む
い
て
か
ら

見
ら
れ
昼
間
で
あ
っ
た
。
死
を
西
方
浄
土
へ
の
往
生
と
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
葬
式
も
午
後
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
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な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
二
十
五
菩
薩
の
来
迎
は
葬
儀
に
の
み
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
祭
礼
行
事
と
し

て
も
の
こ
っ
て
い
る
。
東
京
九
品
仏
、
奈
良
県
当
麻
寺
、
岡
山
県
誕
生
寺
な
ど
で
は
二
十
五
菩
薩
の
面
を
か
ぶ
り
、
菩
薩
の

仕
度
を
し
た
も
の
が
、
か
け
橋
を
渡
御
す
る
行
事
が
今
日
も
な
お
の
こ
っ
て
い
る
。
人
間
の
理
想
と
し
た
世
界
を
形
骸
だ
け

で
も
ま
ね
よ
う
と
し
た
希
い
は
つ
よ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
と
く
に
死
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
弥
陀
来
迎
が

葬
儀
の
儀
礼
の
中
に
長
く
の
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 

（
渋
澤
、
一
九
八
四
、
一
二
〇
）　

　

こ
こ
に
も
、
死
生
観
が
動
揺
し
変
遷
し
て
い
っ
た
痕
跡
が
語
ら
れ
て
い
る
。
常
民
と
い
う
存
在
は
、
通
常
の
歴
史
的
変
遷
と
は

違
う
長
い
時
間
基
準
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
中
世
末
ま
で
葬
儀
が
夜
間
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
西
方
浄
土
へ
の

往
生
観
を
も
っ
て
昼
間
の
午
後
葬
儀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。「
死
者
の
書
」
の
時
代
設
定
は
、

恵
美
押
勝
の
乱（
七
六
四
年
）直
前
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
渡
来（
五
五
二
年
）か
ら
は
二
百
年
ほ
ど
経
っ
て
い
る
の
だ
が
、

　
　

 

南
家（
ナ
ン
ケ
）の
郎
女（
イ
ラ
ツ
メ
）の
手
に
入
っ
た
称
讃
浄
土
経
も
、
大
和
一
国
の
大
寺（
オ
ホ
テ
ラ
）と
言
ふ
大
寺
に
、
ま
だ

一
部
も
蔵
せ
ら
れ
て
居
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

 

（
折
口
、
一
九
七
四
、
五
一
）　

と
、
い
う
よ
う
な
先
端
的
な
意
識
の
結
果
と
し
て
の
御
霊
と
山
越
阿
弥
陀
の
重
ね
合
わ
せ
で
あ
る
の
で
、
問
題
に
な
ら
な
い
。
阿

弥
陀
来
迎
の
絵
巻
を
見
て
、
常
民
の
葬
列
と
し
て
解
読
す
る
と
い
う
一
見
容
易
そ
う
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
で
き
る
も
の
で
は
な

い
絵
引
の
方
法
が
、
際
立
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
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三
、
お
く
り
び
と

　

第
八
一
回
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
外
国
語
映
画
賞
部
門
受
賞
作
品
「
お
く
り
び
と
」（
滝
田
洋
二
郎
監
督
、
二
〇
〇
八
）も
、
日
本
人
の
死

生
観
の
変
遷
と
い
う
か
、
動
揺
を
描
い
て
、
し
か
も
そ
れ
が
欧
米
的
な
価
値
観
か
ら
も
評
価
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
話
題
に
な
っ

た
映
画
で
あ
っ
た
。

　
　

年
齢
問
わ
ず
、
高
給
保
証
！　

実
質
労
働
時
間
わ
ず
か
。

　
　

旅
の
お
手
伝
い
。
Ｎ
Ｋ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
！
！

　
　

 

「
あ
ぁ
こ
の
広
告
、
誤
植
だ
な
。〝
旅
の
お
手
伝
い
〞
で
は
な
く
て
、
安
ら
か
な
〝
旅
立
ち
の
お
手
伝
い
〞。」―

―
 

求
人
広

告
を
手
に
Ｎ
Ｋ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
訪
れ
た
主
人
公
・
大
悟（
本
木
雅
弘
）は
、
社
長
の
佐
々
木（
山
﨑
努
）か
ら
思
い
も
よ
ら
な
い

業
務
内
容
を
告
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
【
納
棺（
の
う
か
ん
）】、
遺
体
を
棺
に
納
め
る
仕
事
だ
っ
た
。
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
妻
の

美
香（
広
末
涼
子
）に
は
冠
婚
葬
祭
関
係
＝
結
婚
式
場
の
仕
事
と
偽
り
、
納
棺
師（
の
う
か
ん
し
）の
見
習
い
と
し
て
働
き
出
す
大

悟
。
美
人
だ
と
思
っ
た
ら
ニ
ュ
ー
ハ
ー
フ
だ
っ
た
青
年
、
幼
い
娘
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
母
親
、
沢
山
の
キ
ス
マ
ー
ク
で
送

り
出
さ
れ
る
大
往
生
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
…
…
そ
こ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
境
遇
の
お
別
れ
が
待
っ
て
い
た
！

 

（
映
画
「
お
く
り
び
と
」
公
式
サ
イ
ト
）　

　

職
業
内
幕
も
の
、
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
ス
ロ
マ
ー
ン
、
あ
れ
こ
れ
レ
ッ
テ
ル
は
張
れ
そ
う
だ
が
、
現
代
の
日
本
の
死
と
生
を
よ
く
描

い
て
い
る
の
は
間
違
い
が
な
い
。
高
給
で
は
あ
る
が
、
死
体
を
扱
う
こ
と
で
、
幼
馴
染
に
は
仕
事
を
変
え
る
よ
う
に
い
わ
れ
、
挙
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句
の
果
て
に
妻
か
ら
は
「
け
が
ら
わ
し
い
！
」
と
ま
で
罵
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
穢
を
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
な
ど
が
、
日
本
的

と
思
わ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
は
特
徴
的
な
の
は
他
界
観
、
宗
教
観
が
ま
っ
た
く
語
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

葬
儀
の
場
は
か
な
ら
ず
仏
壇
あ
る
い
は
祭
壇
が
あ
り
、
僧
侶
や
牧
師
が
祈
祷
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
舞
台
装
置
以
外
の

な
に
も
の
で
も
な
い
。
映
画
中
も
っ
と
も
「
あ
ち
ら
が
わ
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
の
は
、
銭
湯
の
常
連
で
火
葬
場
の
職
員
で
あ

る
平
田
正
吉（
笹
野
高
史
）が
お
棺
を
送
り
込
む
、
火
葬
場
の
炉
の
扉
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
に
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
人
間
が
置
か

れ
れ
ば
、
や
は
り
宗
教
的
な
こ
と
、
他
界
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
思
い
を
い
た
す
、
い
や
い
や
、
そ
う
で
は
な
く
て
も
、
人
の
死

と
は
何
か
と
か
、
少
な
く
と
も
哲
学
的
、
内
省
的
な
思
い
が
去
来
す
る
の
が
自
然
な
は
ず
で
あ
る
が
、
登
場
す
る
人
々
は
主
人
公

で
す
ら
、
そ
う
い
う
内
面
を
映
画
上
で
描
こ
う
と
は
さ
れ
て
い
な
い
、
そ
う
い
う
作
品
な
の
だ
。

　

第
八
一
回
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
授
賞
式
は
二
〇
〇
九
年
二
月
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
そ
の
六
月
に
は
こ
れ
ま
た
日
本
人
の
死
生
観
を
大

い
に
ゆ
る
が
し
か
ね
な
い
法
案
が
可
決
さ
れ
た
。

　
　

可
決
さ
れ
た
「
Ａ
案
」
は
、
提
出
さ
れ
た
4
案
の
中
で
、
臓
器
移
植
へ
の
ハ
ー
ド
ル
を
最
も
下
げ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

 　

具
体
的
に
は
、（
1
） 

脳
死
を
一
律
に
人
の
死
と
見
な
す 

（
2
） 

本
人
が
拒
否
し
て
い
な
い
限
り
家
族（
遺
族
）の
同
意
で

提
供
が
で
き
る 

（
3
） 

提
供
を
15
歳
以
上
と
し
て
い
た
現
在
の
年
齢
制
限
が
撤
廃
さ
れ
る ―

―
 

と
い
う
特
徴
を
持
つ
。

　
　

 　

日
本
移
植
学
会
は
、
現
在
は
年
約
10
例
の
脳
死
臓
器
移
植
が
、
Ａ
案
の
も
と
で
は
年
70
例
程
度
に
ま
で
増
え
る
と
予
想
し

て
い
る
。

　
　

 　

現
在
、
日
本
で
は
提
供
を
待
つ
人
の
数
に
比
べ
、
提
供
者
の
数
が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
提
供
を
待
つ
年

少
者
は
、
国
内
で
子
供
の
臓
器
提
供
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
海
外
で
移
植
を
受
け
る
し
か
生
き
る
道
が
な
か
っ
た
。
Ａ
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案
の
可
決
は
、
こ
れ
ら
長
年
の
懸
案
を
大
き
く
好
転
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
　

 　

た
だ
、
Ａ
案
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
国
会
審
議
の
中
で
多
く
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
少
な
く
な
い
議
員
や
医

療
、
宗
教
関
係
者
ら
が
Ｂ
Ｃ
Ｄ
案
を
支
持
し
た
よ
う
に
、
脳
死
を
一
律
に
人
の
死
と
見
な
す
こ
と
に
、
広
範
な
社
会
的
合
意

が
成
立
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

 

（
産
経
新
聞　

二
〇
〇
九
年
六
月
十
八
日
）　

　

死
へ
の
哲
学
的
、
宗
教
的
論
議
が
な
い
と
こ
ろ
で
、
法
律
上
「
脳
死
を
一
律
に
人
の
死
と
見
な
す
」
と
決
め
ら
れ
る
、
現
代
日

本
の
状
況
は
、
ま
さ
に
映
画
「
お
く
り
び
と
」
で
描
か
れ
る
死
と
死
体
と
の
距
離
と
同
じ
よ
う
に
思
え
る
。「
死
者
の
書
」
が
外

国
か
ら
の
先
端
的
な
死
生
観
を
受
け
入
れ
て
、
怨
霊
に
阿
弥
陀
仏
を
重
ね
た
よ
う
に
、
現
代
日
本
は
欧
米
の
先
端
的
な
医
療
の
必

要
か
ら
の
死
生
観
を
受
け
入
れ
て
、
こ
れ
ま
で
考
え
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
「
脳
死
」
を
人
の
死
に
重
ね
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

死
と
死
体
を
、
他
界
観
と
関
係
な
い
所
で
描
け
ば
、「
国
際
的
」
な
共
感
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
日
本
で

臓
器
提
供
が
少
な
か
っ
た
か
は
、
民
俗
学
的
に
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
死

ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
死
体
か
ら
部
分
品
と
し
て
臓
器
を
取
り
出
す
こ
と
に
、
日
本
人
は
一
般
的
に
抵
抗
が
あ
る
。
そ
う
い
う
身

体
観
を
持
っ
て
い
る
。
欧
米
人
の
身
体
観
か
ら
は
非
合
理
的
な
思
い
入
れ
だ
と
受
け
取
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
民
俗
と
は
そ
う
い
う

も
の
で
あ
る
。
で
は
、
欧
米
人
の
身
体
観
が
す
べ
て
合
理
的
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
マ
ノ
イ
ド
・
ロ
ボ
ッ

ト
へ
の
抵
抗
感
は
、
古
典
的
な
と
こ
ろ
で
は
シ
ェ
リ
ー
夫
人
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」（
一
八
一
八
）や
、
映
画
「
ゴ
ー
レ
ム
」

（
パ
ウ
ル
・
ヴ
ェ
ゲ
ナ
ー
監
督
、
一
九
二
〇
）の
よ
う
に
、
人
造
人
間
は
例
外
な
く
お
ぞ
ま
し
い
怪
物
で
あ
り
、
物
が
人
の
形
を
し
て

は
い
け
な
い
と
い
う
、
ロ
ボ
ッ
ト
好
き
な
日
本
人
に
は
理
解
し
に
く
い
思
い
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
全
体
と
部
分
の
了
解
が
違
う
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の
だ
。

　

「
お
く
り
び
と
」
が
死
と
死
体
の
み
を
淡
々
と
描
き
、
死
を
め
ぐ
る
省
察
や
他
界
観
が
描
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
現

代
日
本
の
死
生
観
が
動
揺
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
れ
が
、
新
た
な
死
生
観
に
安
定
し
て
い
く
に
は
い
つ

ま
で
か
か
る
の
か
と
い
う
問
い
に
は
、
常
民
的
時
間
が
必
要
な
の
だ
と
答
え
る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
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