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親
戚
に
不
幸
が
あ
り
、
県
外
で

の
告
別
式
に
出
席
し
ま
し
た
。
式

が
済
み
、
火
葬
場
で
の
出
来
事
で

す
。
遺
族
が
、
用
意
さ
れ
た
お
菓

子
を
つ
ま
み
な
が
ら
よ
も
や
ま
話

に
花
を
咲
か
せ
て
い
る
と
き
、
係

の
人
が
納
骨
の
準
備
が
で
き
た
こ

と
を
伝
え
に
来
ま
し
た
。
そ
し

て
「
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
お
菓
子
は

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。
持
ち
帰
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」

と
言
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
真
意
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
死
は
け
が
れ
で
あ
り
、
そ
の

け
が
れ
に
触
れ
た
も
の
を
外
部
に

持
ち
出
し
て
、
広
め
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
と
の
配
慮
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
思
い
が
け
な
い
言
葉
に
顔
を
見

合
わ
せ
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
よ

う
な
意
識
は
す
で
に
消
滅
し
た
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
ま
れ
に
告
別
式
で
『
清
め
の

塩
』
を
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
死
は
忌
み
嫌
う
も
の
と

い
う
意
識
が
心
の
底
に
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　
中
世
の
日
本
で
は
、
自
然
の
状

態
を
変
え
た
り
、
死
や
出
血
な
ど

通
常
と
は
異
な
る
状
態
に
な
っ
た

り
す
る
こ
と
を
、『
ケ
ガ
レ
』
と

呼
び
恐
れ
て
い
ま
し
た
。
け
が
れ

に
触
れ
る
仕
事
や
元
に
戻
す
仕
事

を
す
る
人
々
は
、
そ
れ
が
大
切
な

仕
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

恐
れ
ら
れ
、
差
別
さ
れ
た
の
で
す
。

当
時
の
法
律
（
延
喜
式
、
９
２
７

年
）
な
ど
の
影
響
も
あ
り
、
け
が

れ
意
識
が
部
落
差
別
に
つ
な
が
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
　
　

　
部
落
差
別
は
過
去
の
話
、
自
分

に
は
関
係
な
い
と
思
う
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
か
に
見
え

に
く
く
は
な
っ
て
い
ま
す
が
、
い

ま
だ
に
差
別
に
苦
し
む
人
が
い
る

の
も
事
実
で
す
。

　
私
た
ち
の
無
意
識
の
言
動
が
、

差
別
に
加
担
し
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
も
う
一
度
日
頃
の
行
い

を
見
つ
め
直
し
、
差
別
の
芽
を
摘

み
取
る
姿
勢
が
大
切
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
隔
月
の
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
家
庭
で
人
権
・

同
和
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

みんなで
考えよう

人権・同和問題
Ｎo. ２４１

け
が
れ
意
識
を
考
え
る

郷

土

の

文

化

財

● 

問
合
先
　
生
涯
学
習
課
文
化
財
係（
☎
㉓
３
１
８
６
）

　
伊
万
里
の
城
館
跡
シ
リ
ー
ズ
⑪

　
川
原
城
跡

↑川原城跡位置図

へ
は
、
北き

た
ん
の野
の
集
落
か
ら
北
西

に
向
か
う
里
道
の
終
点
よ
り
、

図
の
と
お
り
進
む
と
た
ど
り
着

け
ま
す
。
残
さ
れ
て
い
る
曲
輪

は
区
画
を
示
す
遺
構
が
比
較
的

し
っ
か
り
と
残
っ
て
お
り
、
主

郭
と
の
隔
絶
を
強
く
意
識
し
た

造
り
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　
川か

わ

原は
ら

城
は
、
松
浦
町
桃
川
字

幸こ
う

平び
ら

に
所
在
す
る
山
城
跡
で
、

眉
山
か
ら
西
に
伸
び
る
標
高
約

１
１
０
㍍
の
山
塊
に
立
地
し

ま
す
。

　
主し

ゅ

郭か
く

が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
山
頂
部
は
造
成
さ
れ
、
杉
林

と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、

山
頂
部
か
ら
北
西
に
派
生
す
る

尾
根
先
端
部
に
は
、
曲く

る

輪わ

が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
曲
輪
は
尾
根

上
で
堀ほ

り

切き
り

と
土
塁
に
よ
っ
て
区

画
さ
れ
、
堀
切
は
さ
ら
に
尾
根

の
両
斜
面
ま
で
伸
び
て
竪た

て

堀ぼ
り

と

一
体
化
し
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
の
文
書
に
よ
れ
ば
、

『
河
原
四
郎
遊
』
あ
る
い
は
『
川

原
勘
四
郎
平
道
秀
』『
赤
木
治
部

太
夫
藤
原
彦
秀
』
な
る
人
物
が

川
原
村
を
治
め
て
い
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
後
世
の
記
述
で

あ
り
、
確
か
な
こ
と
は
分
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。

　
現
存
す
る
尾
根
先
端
の
曲
輪
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