
 
 

  

寒
の
明
け
の
二
月
六
日
、
昨
年
か
ら

始
ま
っ
た
静
岡
浅
間
神
社
様
の
楼
門
改

修
工
事
の
漆
塗
り
を
お
願
い
す
る
、
広

島
県
広
島
市
の
有
限
会
社
島
津
漆
彩
色

工
房
を
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
浜
松
を
七

時
一
〇
分
の
新
幹
線
に
「
こ
だ
ま
」
に
乗

り
、
途
中
名
古
屋
で
「
の
ぞ
み
」
に
乗
り

換
え
れ
ば
、
一
〇
時
過
ぎ
に
は
広
島
駅

に
着
い
て
し
ま
い
ま
す
。
瀬
戸
内
海
に

面
し
て
風
光
明
媚
で
温
暖
な
気
候
の
広

島
市
で
す
が
、
私
が
訪
れ
た
日
は
こ
の

冬
一
番
の
寒
波
が
日
本
列
島
を
襲
い
前

日
降
っ
た
雪
が
積
も
っ
て
い
て
と
て
も

寒
い
日
で
し
た
。 

島
津
彩
色
漆
工
房
さ
ん
は
創
業
三
〇

年
で
、
こ
れ
ま
で
主
に
西
日
本
や
九
州

の
国
宝
・
重
要
文
化
財
を
中
心
に
沢
山

の
施
工
実
績
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
国

宝
の
厳
島
神
社
の
漆
塗
り
工
事
も
常
時

行
っ
て
お
り
ま
す
。
今
回
、
静
岡
県
は
初

め
て
と
い
う
こ
と
で
、
静
岡
浅
間
神
社

様
の
楼
門
改
修
工
事
に
は
、
身
が
引
き

締
る
思
い
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

到
着
後
さ
っ
そ
く
工
房
へ
お
じ
ゃ
ま

し
て
勉
強
と
見
学
を
さ
せ
て
い
た
だ
き 

 

ま
し
た
。
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
漆
の
塗
り
直

し
の
工
程
は
三
三
工
程
も
あ
り
、
工
程
の
見
本

を
見
な
が
ら
説
明
を
き
き
ま
し
た
。
今
回
の
楼

門
改
修
工
事
に
は
漆
塗
り
や
極
彩
色
・
飾
金
具

工
事
の
部
分
が
多
く
占
め
て
い
る
た
め
、
私
共

も
元
請
と
し
て
し
っ
か
り
内
容
を
把
握
し
て
工

事
を
監
理
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
工
房
で
は
数
名
の
方
が
建
具
な
ど
の
保

存
修
理
作
業
を
し
て
お
り
、
女
性
の
方
が
多
い

の
が
印
象
的
で
し
た
。
そ
し
て
作
業
も
素
手
で

行
っ
て
お
り
、
手
先
が
黒
く
な
る
の
に
も
か
ま

わ
ず
に
真
剣
に
作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。 

 
 

           

文
化
財
の
仕
上
の
漆
は
日
本
産
百
％
の
も
の
を

使
用
し
、
下
地
の
漆
は
中
国
産
七
〇
％
、
日
本

産
三
〇
％
を
使
用
す
る
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
日
本
産
の
漆
は
塗
膜
が
堅
く
密
着
度
が

高
い
、
そ
し
て
表
情
が
繊
細
で
美
し
い
と
い
う

特
長
が
あ
り
ま
す
。
価
格
も
中
国
産
と
比
べ
も

の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

品
質
的
に
は
日
本
産
の
漆
が
優
れ
て
い
ま
す
が
、

生
産
量
が
少
な
く
中
国
産
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な

い
の
が
実
情
で
す
。
静
岡
浅
間
神
社
の
楼
門
改

修
工
事
に
は
約
三
〇
〇
㎏
の
国
産
の
漆
を
使
用

し
ま
す
。 

 

現
在
の
日
本
の
漆
の
主
な
産
地
は
岩
手
県
二

戸
市
浄
法
寺
町
で
、
こ
こ
で
約
七
割
を
生
産
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
年
の
一
月
二
六
日
の
付

の
静
岡
新
聞
に
静
岡
市
が
漆
の
木
を
植
林
す
る

た
め
の
調
査
費
を
平
成
三
〇
年
度
の
予
算
に
計

上
す
る
方
針
と
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
静
岡

市
の
中
山
間
地
の
「
オ
ク
シ
ズ
」
に
漆
の
木
を

植
林
し
、
久
能
山
東
照
宮
や
静
岡
浅
間
神
社
な

ど
の
歴
史
的
建
造
物
を
抱
え
る
市
と
し
て
、
漆

の
地
産
地
消
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
何
十
年
後
か
の
改
修
工
事
に
は
静
岡

県
産
の
漆
で
保
存
修
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら

素
晴
ら
し
い
で
す
。 
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蔵
福
寺
様
（
臨
済
宗
建
長
寺
派
）
は
神
奈
川
県

の
伊
勢
原
市
に
あ
り
、
以
前
手
掛
け
た
伊
豆
の
国

市
の
宝
積
寺
の
ご
住
職
か
ら
弊
社
を
紹
介
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
昨
年
の
七
月
に
は
請
負
契

約
を
済
ま
せ
、
今
年
の
二
月
か
ら
工
事
に
入
っ
て

い
ま
す
。 

 

当
日
は
寒
波
が
日
本
列
島
を
襲
い
、
と
き
お
り

雪
が
ち
ら
つ
く
な
か
地
鎮
式
と
起
工
式
が
滞
り

な
く
行
わ
れ
ま
し
た
。
現
在
基
礎
工
事
が
進
行
中

で
、
四
月
の
中
旬
く
ら
い
か
ら
建
て
方
が
行
わ
れ

ま
す
。 

 

  

 

 

浜
松
市
西
区
篠
原
町
の
保
泉
寺
様
（
臨
済
宗
妙

心
寺
派
）
で
は
護
摩
堂
の
上
棟
式
が
、
一
月
二
八

日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
年
の
冬
は
例
年
に
な
く

寒
い
日
が
多
く
建
て
方
の
作
業
も
大
変
で
し
た

が
、
大
工
衆
は
大
き
な
か
け
声
と
大
き
な
カ
ケ
ヤ

を
振
り
寒
さ
を
吹
き
飛
ば
し
て
し
ま
し
た
。 

 

保
泉
寺
様
の
護
摩
堂
を
担
当
す
る
棟
梁
は
若

手
の
中
で
成
長
株
の
武
田
大
将
で
、
九
州
の
久
留

米
市
出
身
で
二
五
歳
に
な
り
ま
す
。
宮
大
工
と
し

て
一
人
前
に
な
り
、
地
元
の
久
留
米
に
帰
っ
て
独

立
し
た
い
と
い
う
希
望
を
も
っ
て
五
年
前
に
入

社
し
ま
し
た
。
入
社
後
は
兄
弟
子
に
つ
い
て
本
堂

な
ど
の
現
場
を
経
験
し
て
い
ま
す
が
、
今
回
寺
社

仏
閣
と
し
て
は
本
格
的
な
建
物
の
棟
梁
を
任
さ

れ
ま
し
た
。
昨
年
の
暮
れ
か
ら
現
寸
描
き
・
墨
付

け
・
加
工
と
毎
日
緊
張
し
て
い
た
の
で
、
振
れ
隅

木
の
野
隅
木
も
し
っ
か
り
き
れ
い
に
納
ま
り
ほ

っ
と
し
て
い
ま
し
た
。
今
後
は
本
堂
や
書
院
・
山

門
な
ど
の
建
物
を
経
験
し
一
人
前
の
宮
大
工
に

な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
若
い
職
人
が
成
長

し
て
い
く
こ
と
で
、
次
世
代
に
日
本
古
来
の
美
し

い
建
築
物
を
残
す
こ
と
が
で
き
、
技
術
の
継
承
が

で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

           

↑
玉
蔵
寺
様
の
本
堂
の
蟇
股
で
丁
寧
に
は
ず
し

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
保
泉
寺
様
の
護
摩
堂
の

向
拝
に
取
付
ら
れ
、
参
拝
者
を
見
守
っ
て
く
れ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。 

本 

堂 

の 

地 

鎮 

式 

護 

摩 

堂 

の 

上 

棟 

式 

寒い中にもかかわらず、建設委員の 

皆様も参加していただきました。 

7 月の完成を目指し、安全第一で工事を 

進めていきます。 

飛 龍 の 彫 刻 



「
葬
送
墓
制
の
変
化
」 

 
 

 
 

 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
葬
送
儀
礼
の
変
化
」 

 

葬
送
墓
制
と
い
う
言
葉
は
、
宗
教
界
で
は
よ
く

聞
く
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
が
、
葬
送
と
墓
制
が
合

わ
さ
っ
て
出
来
た
言
葉
と
思
わ
れ
ま
す
。
葬
送
と

は
、
一
般
的
に
葬
儀
の
事
を
意
味
し
ま
す
。 

昨
今
、
生
活
様
式
の
変
化
や
人
々
の
価
値
観

の
変
化
に
よ
っ
て
、
葬
送
儀
礼
も
変
化
し
て
き
ま

し
た
。
例
え
ば
、
都
市
部
な
ど
で
マ
ン
シ
ョ
ン
に

居
住
し
て
い
る
場
合
、
自
宅
で
葬
儀
を
執
り
お
こ

な
う
人
は
、
殆
ど
い
ま
せ
ん
。
ま
ず
棺
を
部
屋
に

入
れ
辛
い
で
す
し
、
ご
近
所
付
き
合
い
が
希
薄
な

場
合
、
知
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
方
も
少
な
か
ら

ず
お
り
ま
す
。
ち
な
み
に
高
層
階
の
あ
る
マ
ン
シ

ョ
ン
で
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
奥
の
方
が
開
い
て

棺
を
乗
せ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

ま
た
自
宅
で
亡
く
な
る
人
と
、
病
院
で
亡
く

な
る
人
の
割
合
を
み
て
も
、
昔
は
自
宅
で
亡
く
な

る
方
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
一
九
七
〇
年
代
後

半
か
ら
逆
転
し
、
二
〇
〇
五
年
頃
に
は
八
〇
％
の

方
が
病
院
で
亡
く
な
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
病
院
で

亡
く
な
っ
た
後
、
ご
遺
体
が
向
か
う
先
は
、
自
宅

か
寺
院
か
葬
祭
場
、
も
し
く
は
火
葬
場
で
す
。
火

葬
場
で
は
一
時
的
に
遺
体
を
火
葬
す
る
ま
で
預
か

っ
て
く
れ
ま
す
が
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
火
葬
場
に

直
接
向
か
い
、
通
夜
や
告
別
式
を
お
こ
な
わ
ず
火

葬
す
る
事
を
直
葬
と
言
い
ま
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
二
〇

一
三
年
に
お
こ
な
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
五
件
に

一
件
が
直
葬
だ
そ
う
で
、
実
に
二
〇
％
と
い
う
事

に
な
り
ま
す
。
直
葬
だ
か
ら
僧
侶
を
呼
ば
な
い
と

い
う
訳
で
は
無
い
よ
う
で
す
が
（
火
葬
の
前
に
読

経
を
頼
ま
れ
る
方
も
い
る
の
で
）
、
そ
も
そ
も
無

宗
教
者
や
菩
提
寺
の
無
い
方
が
大
半
で
す
。
ま
た

直
葬
を
選
択
さ
れ
る
方
の
一
番
の
理
由
と
し
て

は
、
経
済
的
（
金
銭
的
）
な
事
情
の
方
が
多
い
よ

う
で
す
が
、
家
族
葬
が
増
え
て
き
て
い
る
理
由
も

同
様
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
無
論
、
家
族
で
ゆ
っ

く
り
お
別
れ
を
し
た
い
と
い
う
思
い
の
方
も
い
る

と
思
い
ま
す
が
、
お
金
を
か
け
ず
最
低
限
の
葬
儀

で
構
わ
な
い
と
い
う
価
値
観
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。 価

値
観
の
変
化
だ
か
ら
と
割
り
切
っ
て
し
ま

え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
金
額
あ
り
き
の
葬
送
儀

礼
で
は
後
悔
し
か
残
り
ま
せ
ん
。
直
葬
の
件
数
が

増
え
て
き
て
い
る
事
と
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
へ

寄
せ
ら
れ
る
葬
儀
に
関
す
る
苦
情
の
件
数
が
増
え

て
き
て
い
る
事
と
、
全
く
関
連
が
無
い
と
は
言
い

切
れ
ま
せ
ん
。
日
頃
か
ら
そ
う
い
っ
た
方
々
へ
寄

り
添
え
る
僧
侶
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

「
墓
制
度
の
変
化
」 

葬
送
儀
礼
の
変
化
に
伴
い
、
墓
制
度
も
同
様

に
必
要
と
さ
れ
る
方
の
ニ
ー
ズ
が
変
っ
て
き
ま
し

た
。 寺

院
墓
地
の
場
合
、
檀
家
で
あ
り
、
墓
所
を

継
承
す
る
者
が
い
れ
ば
、
代
々
受
け
継
が
れ
る
の

が
当
た
り
前
で
あ
り
ま
し
た
が
、
少
子
高
齢
化
の

影
響
や
、
子
供
た
ち
へ
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
と

言
っ
た
思
い
か
ら
、
昔
な
が
ら
の
お
墓
を
求
め
る

方
の
割
合
が
減
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
実
家
な
ど

が
地
方
に
あ
り
、
お
墓
を
お
守
す
る
方
々
が
都
市

部
に
生
活
基
盤
を
築
い
て
い
る
場
合
に
は
、
お
墓

を
整
理
（
墓
じ
ま
い
）
し
た
り
、
墓
所
を
移
転
し

た
り
す
る
方
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
厚
生
労
働
省

が
発
表
し
た
改
葬
件
数
は
、
実
に
九
七
，
三
一
七

件
（
平
成
二
八
年
度
）
あ
り
、
そ
の
中
で
無
縁
墳

墓
等
の
改
葬
は
、
一
，
九
四
八
件
で
し
た
。
約
九

五
，
〇
〇
〇
件
の
墓
所
が
、
墓
じ
ま
い
も
し
く

は
、
墓
所
の
移
転
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
文
化
庁
が
公
表
す
る
宗
教
年
鑑
に
あ
る
全

国
の
宗
教
法
人
（
寺
院
）
の
数
は
、
七
五
，
七
四

四
ヶ
寺
（
平
成
二
八
年
度
）
で
す
の
で
、
皆
さ
ん

の
お
寺
で
も
、
一
件
以
上
の
改
葬
が
あ
っ
た
事
に

な
り
ま
す
。
最
近
で
は
、
納
骨
堂
や
永
代
供
養

墓
、
樹
木
葬
、
散
骨
は
ご
遺
族
の
考
え
方
に
よ
り

多
様
化
し
て
お
り
ま
す
。
ご
遺
族
の
経
済
的
（
金

銭
的
）
理
由
で
選
択
さ
れ
る
の
は
、
時
代
の
流
れ

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ご
先
祖
様
か
ら
今
日
ま

で
、
ご
自
身
の
ル
ー
ツ
を
遡
っ
て
知
る
こ
と
の
大

切
さ
を
忘
れ
な
い
で
欲
し
い
と
切
に
願
い
ま
す
。 

 



 

寒
さ
に
震
え
た
冬
が
お
わ
り
季
節
は
春
、

入
学
式
、
入
社
式
な
ど
の
行
事
が
あ
り
忙
し

い
季
節
で
す
が
、
春
野
菜
を
食
べ
て
体
を
リ

セ
ッ
ト
し
ま
し
ょ
う
。 

 
冬
の
寒
い
時
は
他
の
季
節
に
比
べ
た
ら
運

動
量
や
汗
を
か
く
頻
度
も
落
ち
て
い
ま
す
。

そ
の
為
老
廃
物
が
貯
ま
っ
た
り
、
新
陳
代
謝

な
ど
も
落
ち
や
す
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
状
態
で
春
先
を
迎
え
る
と
、 

・
た
く
さ
ん
寝
て
も
眠
い 

・
肌
荒
れ
が
酷
く
な
る 

・
ア
レ
ル
ギ
ー
（
花
粉
症
な
ど
）
が
酷
く
な
る 

と
い
っ
た
症
状
が
出
や
す
く
な
り
ま
す
。
そ

ん
な
冬
の
間
の
体
質
を
リ
セ
ッ
ト
し
て
く
れ

る
の
が
春
野
菜
な
の
で
す
。
ま
た
春
野
菜
の

特
徴
と
し
て
、
特
有
の
苦
み
や
香
り
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
苦
み
や
香
り
の
原
因
は
植
物
性

ア
ル
カ
ロ
イ
ド
と
い
う
成
分
が
多
く
含
ま
れ

て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
植
物
性
ア
ル
カ
ロ

イ
ド
は
、
老
廃
物
を
排
出
し
て
く
れ
る
役
割

が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
春
キ
ャ
ベ
ツ
、
菜
の
花
の
よ
う
な
ア

ブ
ラ
ナ
科
の
植
物
に
含
ま
れ
る
グ
ル
コ
シ
ノ

レ
ー
ト
と
い
う
成
分
が
重
要
で
す
。 

 

こ
の
グ
ル
コ
シ
ノ
レ
ー
ト
は 

・
更
年
期
症
状 

・
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
効
果 

・
免
疫
力
の
ア
ッ
プ 

な
ど
の
身
体
の
機
能
向
上
に
役
た
ち
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
春
野
菜
の
代
表
的
な
も
の
を
調

べ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

☆
菜
の
花 

旬
は
二
月
か
ら
三
月
で
、
栄
養
価
の
高
い

野
菜
で
す
。
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
ほ
う
れ
ん
草
の

三
倍
以
上
、β

カ
ロ
チ
ン
に
い
た
っ
て
は
ピ

ー
マ
ン
の
五
倍
以
上
の
栄
養
が
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
春
野
菜
の
王
者
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
で
す
ね
。 

☆
春
キ
ャ
ベ
ツ 

 

ビ
タ
ミ
ン
Ｋ
と
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
が
多
く
含
ま

れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ビ
タ
ミ
ン

Ｋ
が
不
足
す
る
と
鼻
血
・
月
経
過
多
・
血
尿
・

血
液
凝
固
の
遅
延
な
ど
と
い
う
症
状
が
現
れ

る
ゆ
よ
う
で
す
。
普
通
の
キ
ャ
ベ
ツ
と
比
べ

る
と
水
分
が
多
く
て
、
葉
が
柔
ら
か
い
の
が

特
長
で
サ
ラ
ダ
で
食
べ
る
の
が
お
す
す
め
で

す
。 

☆
ふ
き 

 

ふ
き
は
平
安
時
代
か
ら
野
菜
と
し
て
栽
培

さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
現
在
各
地

で
栽
培
さ
れ
て
い
る
物
の
多
く
は
愛
知
早
生

と
い
う
品
種
で
す
。
ま
た
全
国
の
山
野
や
川

の
土
手
な
ど
で
も
多
く
自
生
し
て
い
ま
す
。

栄
養
成
分
で
見
る
と
こ
れ
と
い
っ
て
多
く
含

ま
れ
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
食
物

繊
維
や
ミ
ネ
ラ
ル
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
ふ
き
の
葉
や
茎
に
は
生
活
習
慣
病
の
予
防

に
効
果
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

☆
た
け
の
こ 

 

旬
は
四
月
か
ら
五
月
で
、
食
べ
て
も
わ
か

る
と
お
り
食
物
繊
維
を
豊
富
に
含
ん
で
い
る

た
め
便
秘
や
大
腸
が
ん
の
予
防
に
効
果
が
あ

り
ま
す
。
た
け
の
こ
は
掘
り
出
し
た
後
、
時
間

が
経
つ
に
つ
れ 

ア
ク
が
強
く
な 

る
た
め
、
で
き 

る
だ
け
早
く
ア 

ク
抜
き
を
し
ま 

し
ょ
う
。
ア
ク 

が
強
い
の
で
食 

べ
過
ぎ
る
と
吹
き
出
物
や
ア
レ
ル
ギ
ー
に
に

た
症
状
を
起
こ
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。 

 

旬
の
野
菜
は
栄
養
価
も
高
く
て
お
い
し
い

だ
け
で
な
く
、
そ
の
時
に
身
体
が
必
要
と
し

て
い
る
も
の
を
含
ん
で
い
ま
す
。
心
に
も
体

に
も
嬉
し
く
て
、
味
も
よ
く
お
ま
け
に
安
価

に
手
に
入
る
春
野
菜
を
食
べ
て
春
を
満
喫
し

た
い
で
す
ね
。 

知って得する  春野菜の話 


