
回

白
色
喪
服
の
伝
統

も
　
か
く

今
回
は
、
喪
服
の
色
を
題
材
に
、
葬
儀
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

喪
を
象
徴
す
る
も
の
の

一
つ
に
、
服
装
が
あ

り
ま
す
。
今
日
、
喪
服
と
い
え
ば
黒
色

・
洋
装

が
主
流
で
す
が
、
実
は
、
そ
の
歴
史
は
浅
く
、

明
治
以
降
の
こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
前

は
、
長
ら
く
白
色
の
時
代
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

日
本
に
お
け
る
白
色
喪
服
の
歴
史
は
古
く
、

『隋
書
』
倭
国
伝
に

「素
服

（白
布
製
の
喪
服
と

を
着
用
し
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
斉
明
天
皇
崩
御
の

際
、
皇
太
子
で
あ

っ
た
中

大
兄
皇
子
が

「
素

服
」
を
着
用
し
た
と
あ
り
、
七
世
紀
に
は

【喪

の
色
＝
白
】
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。

第
５
回

喪
の
色
に
つ
い
て
―

白
黒
の
世
界

し
か
し
、
こ
の
素
服
は
日
本
独
自
の
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
漢
代
の
中
国
に
お
い
て
は
、

『礼
記
』
喪
服

少
記
に
喪
服
の
詳
細
が
規
定
さ

れ
て
お
り
、
文
化
的
影
響
を
受
け
て
い
た
周
辺

諸
国
も
そ
れ
に
倣

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

日
本
で
も
中
国
の
制
度
に
倣
い
、
喪
葬

令

が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
養
老
律

令
喪
葬
令

（七

一
人
年
、
七
五
七
年
施
行
）
に
お
い
て
、
天

皇
は
、
二
親
等
以
上
の
葬
儀
に
際
し
て

「
錫

結
を
着
る
」
と
定
め
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、

喪
葬
令

の
手
本
と
な

っ
た
唐
の
皇
帝
が
、
錫

一ス
を
着
て
い
た
か
ら
で
す
。

唐
で
い
う

「錫
」
と
は
、
白
い
麻
布
を
指
し

て
い
た
の
で
す
が
、
文
献
の
み
で
学
ん
だ
日
本

人
は
、
そ
れ
を
金
属
の
ス
ズ
と
勘
違
い
し
、
墨

染
め
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
勘
違

い
か
ら
、
天
皇
の
喪
服
は
、
白
色
か
ら

一
転
し

て
墨
染
め
色
と
な
り
、
貴
族
階
級
の
喪
服
も
そ

れ
に
倣

っ
て
黒
系
統
に
変
化
し
て
し
ま

っ
た
の

■
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シリーズ 葬送儀礼の問題 を考える

で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
万
葉

集
』
な
ど
に
は
白

い
麻
の
喪
服
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
当
時
は
、
特
別
な
葬
儀
以
外
は
白
い
喪
服

が

一
般
的
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
【喪
の
色
＝
白
】
と
い
う
慣

習
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
室
町
時
代
に
は
再

び
、
上
流
階
級
に
も
白
い
喪
服
が
復
活
し
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
庶
民
は
明
治
時
代
に
至
る
ま

で
白

い
喪
服
を
着
る
こ
と
が
常
だ

っ
た
の
で

す
。回

黒
色
喪
服
の
登
場

日
本
に
お
け
る
洋
装
の
歴
史
は
、
明
治
五
年

２

八
菫

こ

の
大
政

官
布
告
第
三
七
三
号
に

お
い
て
、
官
人
の
洋
装
が
義
務
付
け
ら
れ
た
こ

と
に
始
ま
り
ま
す
。
し
か
し
、
人
々
が
洋
装
に

慣
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
明
治
時
代
の
国
葬

で
は
、
そ
の
都
度
、
官
報
で

「喪
服
の
心
得
」

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
皇
族
以
下
上
流
階
級
の
者

は
、
大
礼
服
を
着
用
し
た
上
、
喪
章
と
し
て

黒
の
ネ
ク
タ
イ
と
手
袋
の
着
用
な
ど
が
義
務
付

け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
大
礼
服
を
持

っ
て
い

な
い
者
は
、
通
常
礼
服
に
黒
い
布
地
で
帽
帯
と

左
腕
章
な
ど
を
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

そ
し
て
、
明
治
十
九
年

（
一
人
八
工Ｃ
、
女

性
の
洋
装
喪
服
が
黒
の
ド
レ
ス
と
定
め
ら
れ
た

こ
と
に
よ
つ
て
、
近
代
日
本
に
お
け
る
喪
服
＝

黒
色

・
洋
装
と
い
う
、
新
た
な
歴
史
が
始
ま

っ

た
の
で
す
。

し
か
し
、
喪
服
の
完
全
な
洋
装
化
に
は
、
時

間
が
か
か
り
ま
し
た
。
特
に
、
大
正
～
戦
前
ま

で
は
過
渡
期
と
い
え
、
明
治
以
前
の
喪
服

（白

色

・
和
服
）
を
継
承
し
つ
つ
も
、
黒
色
の
影
響

か
ら
次
第
に
、
男
性
は
紋
付
羽
織

袴
、
女
性

は
黒
紋
付
に
黒
帯
を
着
用
す
る
よ
う
に
な

っ
た

の
で
し
た
。

（仏
教
音
楽
。
儀
礼
研
究
室
研
究
員

多
村
至
恩
）

回

白
色
が
持
つ
意
味

本
願
寺
第
九
代
実
如

上

人
の
葬
送
儀
礼
を

記
し
た

『実
如
上
人
間
維

中

陰
録
』
と
い
う

書
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
上
人
の
葬
儀
や

中
陰
の
際
、
人
々
の
装

束
は

「
白
小
袖
」
で

あ

っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
常
は

「黒
小
袖
」
で
し
た
の
で
、
葬
送
中
陰
に
あ
た

っ
て
そ
れ
と
は
異
な
る
色
の
小
袖
が
着
用
さ
れ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
自
小
袖
は
、
喪
服
用
の
装
束
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
『本
願
寺

作
法
之
次
第
』
第

一
六
五
条
に
は
、
毎
月
二
十

八
日
の
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日

（旧
暦
）
に
、
自

小
袖
が
着
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
十

一
月
の
ご
命
日
法
要
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
報
恩
講
で
す
。

つ
ま
り
こ
の
装
束
は
、

特
別
な
時
に
着
る

″正
装
″
だ

っ
た
の
で
す
。

白
小
袖
は
、
時
代
が
下
が
る
と
、
武
士
が
切

腹
す
る
時
に
用
い
ら
れ
た
り
、
花
嫁
衣
装
の
白

無
垢
に
姿
を
変
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
白
は
、

単
な
る

″喪
の
色
″
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

色
彩
感
覚
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
ま
す
。

白
色
は
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
聖
な
る
色

・

最
高
の
色

・
中
心
の
色
と
さ
れ
、
他
の
色
と
隔

絶
し
た
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
白
色
が
そ
の
よ
う
に

″聖
な
る

:)

0
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色
″
と
観
念
さ
れ
た
時
代
に
あ

っ
て
、
葬
儀
の

際
に
そ
の
色
を
着
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
人

の
死
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の

か
を
端
的
に
物
語

っ
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
当
時
の
人
々
は
、
葬
送
儀
礼
を

神
聖
な
も
の
と
認
識
し
て
、
最
高
の
色
を
ま
と

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ

つ
て
、
亡

き
人

へ
最
高
の
敬
意
を
表
し
た
と
い
う
こ
と
で

し
よ
つヽ
。

□

黒
色
の
台
頭
と
葬
送
儀
礼
の
本
義

先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
明
治
以
降
、
喪

服
は
黒
色
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
で
は
こ
れ
が

完
全
に
定
着
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
黒
服
の
領
域

が
次
第
に
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

ま
す
。

か
つ
て
、
黒
い
喪
服
を
着
て
い
た
の
は
血
縁

の
濃

い
親
族
だ
け
で
し
た
。
手
伝
い
の
人
は
、

地
味
な
服
に
喪
章
を
付
け
る
だ
け
で
し
た
。
ま

た
、
通
夜
に
喪
服
を
着
る
こ
と
は
、
遺
族
に
対

し
て
失
礼
に
あ
た
る
と
言
わ
れ
た
も
の
で
し

た
。
こ
れ
は
、
通
夜
と
は
、
死
去
の
知
ら
せ
を

聞
い
て
急
ぎ
弔

間
に
か
け
つ
け
る
こ
と
か
ら
、

平
服
で
、
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ

っ
た
か
ら

で
す
。

と
こ
ろ
が
今
で
は
、
土
地
柄
に
も
よ
り
ま
し

ょ
う
が
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
通
夜
に
も

黒
い
喪
服
を
着
る
人
が
多
く
な
り
、
葬
儀
の
手

伝
い
人
も
黒
服
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
年
忌

や
永
代

経
に
参
詣
す
る
時
も
黒
、
と
い
う
方

も
増
え
て
き
ま
し
た
。

白
色
が
最
高
の
色
と
い
う
平
安
時
代
以
降
の

考
え
が
後
退
し
、
西
洋
流
の
ブ
ラ
ッ
ク

・
フ
ォ

ー
マ
ル
が
浸
透
し
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
す

が
、
重
要
な
の
は
、
そ
の
色
が
フ
オ
ー
マ
ル
な

色

・
高
貴
な
色
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
人
々
が

有
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
で
し
ょ
う
。

単
に
、
黒
服
だ
と
あ
れ
こ
れ
考
え
な
く
て
も

い
い
か
ら
楽
だ
、
と
い
う
の
で
は
、
葬
送
儀
礼

の
持
つ
意
味
と
い
っ
た
も
の
が
見
え
な
く
な

っ

て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
黒
と
い
う
色
は
、
暗

闇
と
か
不
吉
を
連
想
さ
せ
る
色
で
も
あ
り
ま
す

の
で
、
葬
儀
を
そ
う
し
た
感
覚
で
捉
え
て
し
ま

う
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。

【喪
の
色
＝
黒
】
と
な
っ
た
現
在
、
人
の
死

を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
観
念
す
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
が
問
わ
れ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

（仏
教
音
楽
・儀
礼
研
究
室
研
究
協
力
者

山
田
雅
教
）

１
　
現
在
、
僧
侶
の
喪
服
と

い
え
ば
、
鈍
色

（濃
い
灰
色
）
の
装
東
で
す
が
、
こ
の
色
は

こ
こ
を
源
流
と
し
て
い
ま
す
。

２

「
閣
維
」
は
パ
ー
リ
語
ジ
ャ
ー
ペ
ー
タ
の

お
ん
じ

ゃ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　
び

音
写
で
、　
一
般
的
に
は

「茶
毘
」
と
訳
さ
れ

ま
す
。

３
　
こ
の
上
に
、
直
綴

（腰
の
あ
た
り
か
ら
裳

わ
場
る
裾
が
付
謹
炒
％
“
い
る
衣
）
や
裳
付

衣

（親
鸞
聖
人
の
鏡

御
影
を
参
照
し
て
く
だ

さ
い
）
と

い
っ
た
法
衣
を
着
用
し
ま
し
た
。

※
タ
イ
ト
ル
部
分
の
図
は
徳
力
善
雪
作

「親
鸞

聖
人
絵
伝
」
第
八
幅

（本
願
寺
蔵
、
部
分
）
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