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川
嶋

　
麗
華

　
提
出

　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
火
葬
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
川
嶋
麗
華
の
学
位
申
請
論
文
「
火
葬
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究
」
の
内
容
の
要
旨
は
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。
日
本
の
各
地
で
は
、
か
つ
て
は
土
葬
に
よ
る
遺
体
処
理
が
さ
か
ん
に

行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
高
度
経
済
成
長
期
（
一
九
五
五
―
一
九
七
三
）
を
経
る
中
で
火
葬
が

広
く
普
及
し
、
現
在
で
は
日
本
の
葬
法
の
100
％
近
く
が
火
葬
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
変
化

は
、
単
純
に
土
葬
か
ら
火
葬
へ
と
い
う
遺
体
処
理
の
方
法
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
関

連
す
る
技
術
や
職
能
の
変
化
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
本
論
文
は
、
火
葬
の
担
い
手
と

技
術
を
中
心
と
し
て
、
主
に
ノ
ヤ
キ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
集
落
ご
と
の
相
互
扶
助
の
慣
行
の
も

と
に
行
な
わ
れ
て
き
た
火
葬
と
、
一
定
の
職
能
者
へ
の
委
託
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
き
た
火

葬
と
、
そ
の
火
葬
の
実
態
の
把
握
、
そ
し
て
、
そ
の
伝
承
と
変
遷
の
動
態
を
民
俗
学
的
に
分
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析
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
民
俗
学
的
研
究
と
い
う
そ
の
意

味
に
つ
い
て
、
民
俗
学
と
は
民
俗
伝
承
を
分
析
す
る
学
問
で
あ
る
と
と
ら
え
、
伝
承
さ
れ
て

い
る
習
俗
に
は
、
伝
承
さ
れ
続
け
て
い
る
“
変
わ
ら
な
い
側
面
”
と
、
変
遷
し
て
い
く
“
変

わ
っ
て
い
く
側
面
”
の
、
そ
の
両
面
が
あ
り
、
民
俗
学
的
に
分
析
す
る
と
は
、
そ
れ
ら
「
伝

承traditions
」
と
「
変
遷transitions

」
の
両
面
の
あ
り
よ
う
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
、

と
ま
ず
は
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
第
一
章
「
ノ
ヤ
キ
を
伝
え
て
き
た
村
」
で
は
、
二
〇
一
一
年
ま
で
集
落
単
位
で
ノ
ヤ
キ
の

火
葬
を
継
続
し
て
い
た
広
島
県
旧
大
朝
町
筏
津
地
区
の
筏
津
上
講
中
に
注
目
し
、
ノ
ヤ
キ
を

継
続
し
た
そ
の
背
景
と
、
講
中
に
よ
る
葬
儀
を
継
続
す
る
た
め
の
地
域
社
会
の
取
り
組
み
、

に
つ
い
て
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
公
営
火
葬
場
と
集
落
と
の
距

離
的
な
遠
近
に
よ
っ
て
、
公
営
火
葬
場
の
利
用
に
遅
速
の
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
筏
津
地
区
に
お
け
る
生
活
の
変
化
や
葬
儀
の
変
化
に
つ
い
て
の
観
察
か

ら
、
そ
の
地
域
社
会
が
長
く
守
ら
れ
て
き
て
い
る
そ
の
社
会
生
活
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
論

理
で
、
公
営
火
葬
場
の
利
用
の
採
否
に
つ
い
て
選
択
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
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い
る
。
本
章
で
取
り
上
げ
た
筏
津
上
講
中
で
は
、
火
葬
を
含
め
た
葬
儀
の
一
切
を
講
中
が
担

う
と
い
う
伝
統
と
、
講
中
自
身
が
そ
の
存
在
意
義
を
維
持
継
続
し
た
い
と
い
う
指
向
性
に
よ
っ

て
、
ノ
ヤ
キ
が
継
続
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
高
度
経
済
成
長
に
と
も
な
う
構

造
的
な
生
活
変
化
の
中
に
あ
っ
て
も
、
講
中
で
の
葬
儀
を
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と

し
た
地
域
の
対
応
と
し
て
、
そ
の
地
域
社
会
で
は
Ｊ
Ａ
を
は
じ
め
と
す
る
新
た
な
葬
祭
業
者

の
提
供
す
る
葬
祭
サ
ー
ビ
ス
を
セ
ッ
ト
で
一
括
し
て
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
業
者
に
よ
る

葬
祭
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
受
容
す
る
か
、
そ
れ
と
も
地
域
で
そ
の
部
分

は
補
塡
し
て
対
応
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
講
中
に
よ
る
自
主
的
な
選
択
が
行
な
わ
れ
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
旧
大
朝
町
域
の
筏
津
上
や
胡
町
で
は
地
区
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

を
葬
儀
場
と
し
て
利
用
し
て
お
り
、
Ｊ
Ａ
の
葬
祭
場
の
利
用
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
講
中
が

自
分
た
ち
で
葬
儀
場
を
確
保
す
る
こ
と
で
講
中
中
心
の
葬
儀
が
崩
れ
る
こ
と
を
防
い
で
い
る

も
の
と
観
察
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
生
活
変
化
の
大
き
な
時
期
に
は
、
社
会
環
境
の
変
化
に
対

し
て
先
取
り
的
に
こ
ま
め
に
対
応
し
て
き
て
い
る
講
中
の
方
が
、
伝
承
維
持
の
力
が
強
い
と

い
う
傾
向
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
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第
二
章
「
野
焼
場
に
お
け
る
火
葬
の
方
法
と
担
い
手
」
で
は
、
北
は
青
森
県
か
ら
南
は
鹿

児
島
県
ま
で
の
全
国
各
地
の
ノ
ヤ
キ
に
関
す
る
調
査
報
告
資
料
を
参
考
に
し
て
、
そ
れ
に
岩

手
県
、
富
山
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
、
広
島
県
な
ど
の
各
地
で
は
自
分
自
身
の
現
地
調
査
を

も
と
に
し
て
、
全
国
的
な
視
野
で
ノ
ヤ
キ
の
習
俗
の
実
態
と
そ
の
動
態
に
つ
い
て
分
析
を
試

み
て
い
る
。
そ
し
て
、
ノ
ヤ
キ
に
は
、
①
藁
や
莚
を
使
う
蒸
し
焼
き
火
葬
、
②
薪
を
主
に
使

う
コ
ロ
ガ
シ
ヤ
キ
火
葬
、
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
①
蒸
し
焼
き
火
葬
は
、
伝

染
病
な
ど
の
時
に
臨
時
的
に
火
葬
を
行
な
う
地
域
を
含
め
、
全
国
的
に
広
く
見
ら
れ
る
技
術

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
①
②
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
生
活
燃
料
で
あ
っ

た
藁
や
薪
を
主
な
燃
料
と
し
て
、
近
代
以
降
に
主
に
都
市
部
で
火
葬
炉
が
開
発
さ
れ
て
以
後

も
、
ノ
ヤ
キ
を
伝
え
て
い
た
地
方
の
多
く
の
村
落
で
は
か
つ
て
の
火
葬
炉
で
は
な
い
簡
単
で

素
朴
な
火
葬
施
設
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
高
度
経
済
成
長
期
（
一
九
五
五
―
一
九
七
三
）
と

そ
の
前
後
に
は
、
た
と
え
ば
、
A
従
来
の
非
火
葬
炉
を
レ
ン
ガ
な
ど
で
改
修
す
る
地
域
（
富

山
県
の
上
岩
瀬
）
、
B
新
し
く
火
葬
炉
を
設
置
す
る
地
域
（
富
山
県
の
触
坂
）、
の
両
者
が
あ
り
、

各
地
区
で
古
く
か
ら
の
非
火
葬
炉
の
ノ
ヤ
キ
の
維
持
か
、
新
た
な
火
葬
炉
の
受
容
か
、
そ
の
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選
択
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
石
油
燃
料
を
用
い
る
火
葬
炉
を
導
入
し
た
少
数
の
事
例
を
除
い

て
、
い
ず
れ
の
場
合
も
藁
と
薪
を
主
な
燃
料
と
す
る
火
葬
が
継
続
さ
れ
て
お
り
、
生
活
燃
料

の
変
化
と
火
葬
燃
料
の
変
化
は
そ
れ
ぞ
れ
の
変
化
を
経
て
お
り
必
ず
し
も
密
着
連
動
し
た
相

関
関
係
に
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
火
葬
の
担
い
手
に
は
、
血
縁
的
関

係
者
や
地
縁
的
関
係
者
に
よ
る
相
互
扶
助
的
な
火
葬
と
、
専
門
的
職
能
者
に
よ
る
業
務
委
託

の
火
葬
と
が
あ
っ
た
が
、
後
者
の
平
成
初
期
ま
で
ノ
ヤ
キ
を
継
続
し
て
い
た
愛
知
県
旧
八
開

村
域
で
は
、
火
葬
の
役
が
歴
史
的
に
専
門
職
能
者
の
権
利
と
し
て
地
域
社
会
で
も
相
互
に
了

解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
追
跡
し
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、そ
の
よ
う
な
相
互
関
係
の
伝
承
が
、

こ
の
地
域
で
ノ
ヤ
キ
が
継
続
し
て
い
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
。

　
第
三
章
「
近
代
以
降
の
火
葬
場
の
普
及
と
火
葬
炉
の
成
立
」
で
は
、
近
代
以
降
の
火
葬
炉

と
火
葬
場
の
普
及
の
概
略
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
三
つ
の
火
葬
場
の
調
査
事
例
と
、
う
ち

一
つ
の
火
葬
場
の
利
用
地
域
に
お
け
る
火
葬
の
変
化
に
つ
い
て
比
較
を
行
な
っ
て
い
る
。
高

度
経
済
成
長
期
に
は
日
本
各
地
で
自
治
体
に
よ
っ
て
公
営
火
葬
場
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
れ

よ
り
も
早
く
か
ら
人
口
増
加
が
起
こ
っ
て
い
た
都
市
部
及
び
そ
の
近
郊
部
に
お
い
て
は
、
自
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治
体
に
先
行
し
て
地
域
の
有
力
者
な
ど
に
よ
っ
て
民
営
火
葬
場
が
設
け
ら
れ
て
き
て
い
た
。

そ
れ
ら
の
民
営
火
葬
場
の
多
く
は
、
戦
前
ま
で
に
買
収
な
ど
に
よ
っ
て
公
営
火
葬
場
へ
と
な
っ

て
い
っ
た
が
、
現
在
も
民
営
火
葬
場
と
し
て
地
域
の
火
葬
を
担
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
火
葬
場
は
、
公
営
火
葬
場
の
代
わ
り
に
、
ま
た
は
公
営
火
葬
場
が
対
応
し
き
れ

な
い
需
要
に
応
じ
る
か
た
ち
で
多
く
の
火
葬
処
理
を
担
っ
て
き
た
。
三
事
例
の
火
葬
場
で
は
、

い
ず
れ
も
時
代
に
あ
わ
せ
て
新
し
い
も
の
に
改
修
さ
れ
て
、
薪
か
ら
石
油
燃
料
や
ガ
ス
へ
と

火
葬
燃
料
が
変
化
し
た
こ
と
、
火
葬
の
技
術
は
、
現
在
は
火
葬
炉
へ
棺
を
納
め
る
作
業
か
ら

骨
拾
い
の
準
備
ま
で
の
一
連
の
火
葬
作
業
の
多
く
を
機
械
で
制
御
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
が
、
火
葬
の
担
い
手
は
経
験
と
そ
れ
に
よ
る
技
術
の
習
得
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
現
場

ご
と
に
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
追
跡
し
て
い
る
。

　
第
四
章
「
両
墓
制
地
域
に
お
け
る
火
葬
の
受
容
」
で
は
、
サ
ン
マ
イ
と
呼
ば
れ
る
埋
葬
墓

地
と
そ
れ
と
は
別
に
ハ
カ
と
呼
ば
れ
る
石
塔
墓
地
を
設
け
る
両
墓
制
の
形
態
で
の
土
葬
を
伝

承
し
て
き
た
福
井
県
大
飯
郡
の
大
島
地
域
に
お
け
る
高
度
経
済
成
長
期
前
後
の
土
地
開
発
と

葬
送
習
俗
の
変
化
を
追
跡
し
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
葬
送
習
俗
の
変
化
を
生
活
変
化
の
中
に
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位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
原
子
力
発
電
所
の
設
置
に
と
も
な
う
急
激
な
開
発
に
よ
っ

て
、
従
来
の
よ
う
な
海
上
の
船
便
で
は
な
く
陸
路
に
よ
る
他
地
域
と
の
移
動
交
流
が
可
能
と

な
り
、
順
次
火
葬
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
火
葬
の
受
容

に
と
も
な
っ
て
サ
ン
マ
イ
に
埋
葬
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
が
、
現
在
で
も
夫
婦
墓
の
墓
石

を
も
つ
家
で
は
依
然
と
し
て
サ
ン
マ
イ
へ
の
埋
骨
を
行
な
っ
て
お
り
、
家
単
位
の
墓
に
変
化

し
た
家
で
も
花
輪
や
卒
塔
婆
が
古
い
サ
ン
マ
イ
に
投
棄
さ
れ
て
お
り
、
サ
ン
マ
イ
の
利
用
は

部
分
的
に
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
追
跡
し
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ
て
埋
葬
時
に
利
用
し
て
い

た
ソ
ウ
レ
ン
カ
イ
ド
ウ
と
呼
ば
れ
る
地
区
ご
と
に
決
め
ら
れ
て
い
た
、
喪
家
か
ら
サ
ン
マ
イ

ま
で
の
野
辺
送
り
の
小
道
で
、
小
銭
の
散
布
や
霊
柩
車
へ
の
積
載
を
し
て
お
り
、
か
つ
て
の

葬
列
等
の
習
俗
の
構
成
要
素
の
一
部
を
残
し
継
承
し
て
い
る
点
に
も
注
目
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
民
俗
伝
承
の
変
化
は
事
例
ご
と
に
相
異
は
あ
り
な
が
ら
も
段
階
的
に
時
差
を
含
み
な
が

ら
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
終
章
で
は
、
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
論
点
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
、（
一
）
村
落
に
お

け
る
ノ
ヤ
キ
の
実
態
、
（
二
）
火
葬
炉
の
成
立
と
火
葬
場
で
の
火
葬
習
俗
の
実
態
、（
三
）
ノ
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ヤ
キ
を
残
し
た
地
区
に
お
け
る
葬
送
習
俗
の
動
態
と
そ
の
伝
承
上
の
力
学
関
係
、（
四
）
土
葬

習
俗
地
域
に
お
け
る
開
発
と
葬
送
習
俗
の
変
化
と
の
伝
承
上
の
力
学
関
係
、（
五
）
火
葬
場
で

の
火
葬
の
受
容
に
連
動
し
た
葬
送
習
俗
の
変
化
、（
六
）
野
焼
場
と
火
葬
場
で
の
火
葬
と
そ
の

伝
承
と
変
遷
、
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
旧
来
の
ノ
ヤ
キ
に
お
い

て
は
、
火
葬
は
講
中
な
ど
の
地
域
の
人
々
や
専
門
的
職
能
者
な
ど
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と

が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
も
点
火
と
拾
骨
は
家
族
に
行
な
わ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
葬
儀
が
も
と
も
と
家
族
や
親
族
が
行
な
う
も
の
だ
と

す
る
社
会
的
規
範
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
点
火
が
火
葬
場

職
員
の
役
割
と
な
っ
て
い
る
例
も
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
家
族
や
親
族
に
よ
る
遺
体
処
理

の
役
割
が
拾
骨
の
み
と
い
う
一
つ
の
動
作
に
集
約
さ
れ
て
き
て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
も

注
目
し
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
大
き
な
社
会
変
化
に
連
動
し
て
、
火
葬
に
お
い
て
も
技
術
、

担
い
手
、
場
な
ど
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
変
遷
の
中
に
お
い
て
も
、

拾
骨
の
儀
礼
な
ど
重
要
な
要
素
は
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
　
こ
れ
ま
で
民
俗
学
の
論
文
の
中
に
は
、
民
俗
学
と
は
何
か
と
い
う
基
本
を
説
明
す
る
こ

と
な
く
、
結
論
と
し
て
の
論
点
の
明
示
も
な
い
も
の
が
ま
ま
あ
っ
た
が
、
本
論
文
は
そ
れ

を
明
記
し
て
い
る
点
が
ま
ず
は
評
価
さ
れ
る
。
民
俗
学
と
は
民
俗
伝
承
に
つ
い
て
「
伝
承

traditions

」
と
「
変
遷transitions

」
の
両
側
面
を
一
体
と
し
て
分
析
す
る
学
問
で
あ
る
と

い
う
申
請
者
な
り
の
姿
勢
を
提
示
し
て
い
る
。
本
論
文
は
、
ノ
ヤ
キ
（
野
焼
き
）
と
呼
ば
れ

る
村
落
部
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
火
葬
習
俗
を
中
心
と
し
て
、
近
代
以
降
の
火
葬
に
つ
い
て
の

そ
の
民
俗
学
的
な
研
究
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
、
現
地
調
査
に
基
づ
き
、
日
本

各
地
に
お
け
る
火
葬
の
伝
承
と
変
遷
の
動
態
に
着
目
し
た
点
が
評
価
で
き
る
。
要
点
を
絞
れ

ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
（
一
）
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
し
て
の
注
目
が
不
十
分
で
あ
っ
た
日
本
各
地
の
火
葬
習
俗
に

つ
い
て
、
詳
細
な
現
地
調
査
を
主
と
し
て
民
俗
調
査
報
告
書
の
類
も
参
照
し
な
が
ら
、
と
く

に
村
落
部
で
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
た
旧
来
の
ノ
ヤ
キ
の
伝
承
実
態
を
全
国
的
に
捉
え
よ
う
と
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し
た
。
ノ
ヤ
キ
に
は
、
青
森
県
の
一
部
地
域
等
で
は
①
薪
を
主
に
使
う
コ
ロ
ガ
シ
ヤ
キ
火
葬

が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
、
愛
知
県
愛
西
市
を
は
じ
め
と
し
て
②
藁
や
莚
を
使
う

蒸
し
焼
き
火
葬
が
全
国
的
に
広
く
行
な
わ
れ
て
お
り
、
遺
体
を
き
れ
い
に
骨
化
さ
れ
る
た
め

の
技
術
が
各
地
で
継
承
さ
れ
て
い
た
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
よ
く
追
跡
し
て
い
る
。

　
（
二
）
自
身
の
具
体
的
な
調
査
事
例
か
ら
、
各
地
に
お
け
る
火
葬
習
俗
の
動
態
に
つ
い
て
分

析
を
行
な
い
、
火
葬
を
め
ぐ
る
伝
承
と
変
遷
を
て
い
ね
い
に
追
跡
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
以

下
の
よ
う
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。
高
度
経
済
成
長
期
（
一
九
五
五
―
一
九
七
三
）
に
お

け
る
大
き
な
社
会
変
化
の
中
で
、
各
地
区
で
旧
来
の
ノ
ヤ
キ
の
た
め
の
野
焼
場
の
改
修
が
行

な
わ
れ
た
が
、
そ
の
改
修
に
は
、
愛
知
県
の
上
東
川
の
よ
う
に
A
従
来
の
非
火
葬
炉
を
煉
瓦

等
で
改
修
す
る
地
域
、
富
山
県
の
触
坂
の
よ
う
に
B
新
し
い
火
葬
炉
を
設
置
す
る
地
域
、
の

両
者
が
あ
り
、
各
地
区
で
ノ
ヤ
キ
の
維
持
か
、
新
た
な
火
葬
炉
の
受
容
か
、
そ
の
選
択
が
行

な
わ
れ
た
。
高
度
経
済
成
長
期
を
経
る
中
で
、
日
本
各
地
の
村
落
部
に
お
い
て
新
た
な
火
葬

炉
を
利
用
す
る
公
営
の
火
葬
場
の
利
用
へ
と
移
行
す
る
大
き
な
動
き
が
起
こ
っ
た
が
、
た
と

え
ば
、
広
島
県
北
広
島
町
や
愛
知
県
愛
西
市
な
ど
の
一
部
地
域
で
は
、
平
成
の
前
半
ま
で
ノ
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ヤ
キ
を
継
続
し
た
地
域
が
あ
っ
た
。
二
〇
一
一
年
ま
で
ノ
ヤ
キ
を
継
続
し
た
北
広
島
町
の
上

筏
津
地
区
で
は
、
公
営
火
葬
場
が
設
置
さ
れ
た
後
も
地
域
の
人
々
の
自
主
的
な
選
択
に
よ
っ

て
ノ
ヤ
キ
を
継
続
し
て
い
っ
た
。
一
方
、
愛
西
市
の
地
区
で
は
、
歴
史
的
に
火
葬
を
担
っ
て

き
て
い
た
専
門
的
職
能
者
の
従
来
か
ら
権
利
に
つ
い
て
の
相
互
理
解
の
も
と
で
、
平
成
に
入
っ

て
か
ら
も
ノ
ヤ
キ
が
継
続
さ
れ
て
い
た
。
高
度
経
済
成
長
期
を
経
る
中
で
起
こ
っ
た
全
国
的

な
新
た
な
公
営
の
火
葬
炉
利
用
の
火
葬
場
の
設
置
に
と
も
な
う
火
葬
の
普
及
、
そ
の
火
葬
場

の
受
容
に
よ
る
旧
来
の
土
葬
習
俗
の
変
化
や
喪
失
、
な
ど
に
民
俗
学
の
研
究
関
心
が
集
ま
っ

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
本
論
文
は
こ
の
よ
う
に
現
場
調
査
の
蓄
積
の
中
で
そ
の
変
化
の
動
態

の
多
様
性
を
よ
く
追
跡
で
き
て
い
る
。

　
（
三
）
旧
来
の
ノ
ヤ
キ
の
野
焼
場
と
新
た
な
火
葬
炉
の
火
葬
場
の
、
両
者
に
お
け
る
火
葬
習

俗
の
比
較
か
ら
、
そ
の
伝
承
と
変
遷
の
動
態
に
注
目
し
て
分
析
を
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
、

近
年
で
は
点
火
が
火
葬
場
職
員
の
役
割
に
変
化
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
た
だ
し
拾
骨
は
依
然

と
し
て
家
族
の
役
割
と
さ
れ
て
お
り
、
拾
骨
の
部
分
が
よ
り
強
く
「
伝
承
」
さ
れ
て
い
る
。

火
葬
の
担
い
手
が
変
化
し
て
も
、
点
火
と
拾
骨
は
家
族
の
役
割
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
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遺
体
処
理
の
責
任
は
基
本
的
に
家
族
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
責
任
が
近
年
で
は
拾
骨
の
み
に

集
約
さ
れ
て
き
て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
評
価
で
き
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
一
方
で
、
残
さ
れ
て
い
る
問
題
点
も
少
な
く

な
い
。
そ
の
一
部
を
あ
げ
て
お
く
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
（
一
）
本
論
文
は
、
近
代
以
降
、
現
代
ま
で
の
火
葬
習
俗
に
つ
い
て
の
傾
向
と
そ
の
変
化
に

つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
の
、
近
世
ま
で
の
火
葬
の
歴
史
的
な
展
開
が
ま
だ
充
分
に
は

追
跡
さ
れ
て
い
な
い
。
葬
送
習
俗
の
伝
承
と
変
遷
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
追
跡
も
今
後
に
向

け
て
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
（
二
）
火
葬
と
浄
土
真
宗
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
浄
土
真
宗
の
信
仰
と
火
葬
が

一
緒
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
火
葬
の
分
布
域
の
意

味
に
つ
い
て
の
論
究
が
ま
だ
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
以
上
の
よ
う
に
、
評
価
で
き
る
点
も
多
く
あ
り
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
問
題
点
も
あ
る
と

い
う
段
階
の
本
論
文
に
つ
い
て
、
総
合
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お

け
る
葬
儀
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
土
葬
習
俗
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
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一
方
で
、
集
落
ご
と
に
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
た
ノ
ヤ
キ
の
習
俗
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
研

究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、

具
体
的
な
各
地
に
お
け
る
ノ
ヤ
キ
の
習
俗
に
つ
い
て
、
詳
細
な
現
地
調
査
に
も
と
づ
く
報
告

を
行
な
い
、
そ
れ
を
も
と
に
火
葬
の
伝
承
と
変
遷
の
動
態
に
つ
い
て
追
跡
し
、
細
部
に
つ
い

て
の
分
析
を
行
な
っ
た
点
は
十
分
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、本
論
文
の
提
出
者
、

川
嶋
麗
華
は
、
博
士
（
民
俗
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
令
和
元
年
十
二
月
四
日

　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

主
　
査
　
　
國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授
　
　
新
　
谷
　
尚　

紀
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
小　

川
　
直
　
之
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
大　

石
　
泰
　
夫
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

准

教

授
　
　
飯　

倉
　
義
　
之
　
㊞
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川
嶋

　
麗
華

　
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　
左
記
四
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
博
士

（
民
俗
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
令
和
元
年
十
二
月
四
日

　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

主
　
査
　
　
國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授
　
　
新
　
谷
　
尚　

紀
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
小　

川
　
直
　
之
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
大　

石
　
泰
　
夫
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

准

教

授
　
　
飯　

倉
　
義
　
之
　
㊞
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