
葬
送

の
現
状
を
考
え
る
@

し、
子

轟葬
送
儀
礼
ど
お
墓
②

1
浄
土
真
宗
ど
お
墓

前
回
の
「
葬
送
儀
礼
と
お
墓
①
1
お
墓
の

現
状
1
」
で
は
、
時
代
や
社
会
に
応
じ
て

「
死
」
の
意
味
が
変
化
し
て
「
個
人
化
」
が
進

ん
だ
こ
と
、
さ
ら
に
火
葬
と
い
う
方
法
が
普
及

す
る
こ
と
で
墓
制
も
「
多
様
化
」
し
て
い
る
と

い
、
つ
現
状
を
報
告
し
ま
し
た
0

今
回
は
、
お
墓
の
役
割
に
つ
い
て
の
歴
史
的

な
転
換
に
着
目
し
、
浄
土
真
宗
の
お
墓
が
ど
の

よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に

浄
士
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所

(
9
1
2
、
9
8
5
)
で
す
0
 
「
慈
恵
大
僧
正
御

幡
い
二
く

遺
き
に
ょ
れ
ぱ
、
こ
の
石
塔
は
、
自
身
の
死

0
い
て
い
、
い
け
い
く
よ
う

後
も
遺
蒐
ら
が
礼
掃
供
養
す
る
た
め
の
も
の
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
極
楽

浄
土
に
往
生
し
て
さ
と
り
を
開
こ
う
と
す
る
浄

土
教
の
思
想
が
深
く
社
会
に
影
響
を
も
た
ら

し
、
貴
族
は
墓
地
に
寺
院
を
建
立
し
、
武
家
は

う
じ
で
ら
さ
ん
生
い
ひ
じ
り
ば
か
で
ら

氏
寺
、
三
昧
聖
は
墓
寺
を
形
成
す
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
葬
送
に
関
わ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
火
葬
後
の
遺
骨

を
寺
や
墳
墓
な
ど
に
納
め
る
習
俗
が
拡
が
っ
て

い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
墳
墓
に
は
石
塔
が
建

て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
0
 
墓
石
の
形
態

ご
り
ん
と
み

と
し
て
は
、
五
輪
塔
、
宝
筐
印
塔
、
無
縫
塔

石
仏
、
舟
形
、
角
柱
、
不
定
形
な
ど
様
々
な

、

も
の
が
あ
り
ま
す
[
勝
田
2
0
1
2
、
獅
頁
]
0

が
ん
ご
み
じ

二
み
や
さ
ん

松
世
紀
に
な
る
と
、
高
野
山
や
元
興
寺
な
ど

の
聖
地
・
霊
場
な
ど
に
納
骨
が
盛
ん
に
行
わ

れ
、
玲
世
紀
頃
に
は
、
地
方
に
も
納
骨
信
仰
が

展
開
し
、
石
塔
の
周
辺
に
納
骨
さ
れ
る
よ
う
に

い
た
び

L
●
み
じ

な
り
ま
し
た
。
東
日
本
で
は
、
板
碑
に
種
子

(
仏
や
菩
薩
を
標
示
す
る
荒
字
)
が
刻
ま
れ
、
近

■
仏
塔
と
供
養
塔

仏
教
に
お
け
る
塔
に
は
、
仏
舎
利
(
釈
尊
の

遺
骨
)
を
収
納
す
る
た
め
の
仏
塔
と
、
死
者
納

く
と
う
と
う

骨
の
た
め
の
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
。
塔
と
は
、

イ
ン
ド
の
「
ス
ト
ゥ
ー
パ
」
の
音
訳
と
さ
れ
、

元
々
は
仏
舎
利
を
安
置
し
た
上
に
土
石
を
積
み

n
う
力

上
げ
て
作
ら
れ
た
墳
墓
(
死
者
を
葬
っ
た
場
所
)

を
意
味
し
て
い
ま
し
た
0
 
日
本
で
自
分
の
墓
に

石
塔
を
建
て
る
よ
う
に
初
め
て
一
言
い
残
し
た
の

げ
ん
し
'
か
し
:
う
一
、
(
ら
(
じ
と
う
ピ
(

は
、
源
信
和
尚
の
師
で
あ
り
、
一
極
梨
浄
士
九

じ
え
だ
い
し
り
ょ
6
げ
ん

は
'
"
占
じ
'
'
う
ぎ

品
往
生
義
一
な
ど
を
著
し
た
慈
恵
大
師
良
源

畿
地
方
で
は
、
集
団
墓
の
中
心
に
五
輪
塔
が
置

か
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
[
佐
藤
2
0
0

8
、
劇
、
W
頁
]
。
板
碑
や
五
輪
塔
は
、
死
者

を
供
養
す
る
役
割
と
は
別
に
、
仏
そ
の
も
の
を

意
味
し
、
彼
岸
へ
の
接
点
と
な
っ
た
と
老
え
ら

れ
、
中
世
の
納
骨
所
や
墓
地
か
ら
は
、
石
に
経

文
を
刻
ん
だ
も
の
も
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
中
世
の
墓
石
に
は
個
人
名
が
記

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
墓
石
を
建
て
る
こ
と
に

よ
っ
て
墓
参
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
訳
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
0

じ
え
だ
い
■
、
・
コ
じ
.
t
0
ご

さ
ま
ざ
ま
な
^
^
と

浄
土
真
宗

'
0
し
ゃ
り

ほ
う
き
、
:
ラ
い
ん
と
み
1
 
0
 
仕
.
0
と
う

日
本
に
お
け
る
墓
制
に
つ
い
て
は
、
民
俗
学

を
中
、
心
に
、
葬
法
や
石
塔
の
有
無
な
ど
か
ら
、

い
く
つ
か
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
[
新
谷
1
9

9
1
、
り
頁
]
。
埋
葬
地
に
隣
接
し
て
石
塔
が

建
て
ら
れ
る
一
般
的
な
事
例
を
「
単
墓
制
」
と

呼
び
、
 
1
人
の
死
者
に
対
し
て
お
墓
が
2
つ
ぁ

る
こ
と
を
「
両
墓
制
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

「
両
墓
制
」
と
は
、
遺
体
を
埋
葬
(
土
葬
)
す

重
い

る
「
埋
め
墓
」
と
、
石
塔
を
建
立
す
る
「
詣
り

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

皿
親
鸞
聖
人
の
葬
送
と

大
谷
本
廟

墓
」
が
別
々
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
指
し
、
関

東
・
中
部
・
近
畿
地
方
な
ど
に
広
く
分
布
し
て

い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
全
国
的
に
見
れ
ぱ
少
数

で
あ
り
、
近
年
で
は
火
葬
の
普
及
に
ょ
っ
て
、

消
滅
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。

「
単
墓
制
」
や
「
両
墓
制
」
に
対
し
、
「
無
墓

制
」
と
い
う
用
語
が
あ
り
、
墓
石
が
無
い
場
合

や
、
お
墓
自
体
を
造
ら
な
い
事
例
を
指
し
ま
す
。

遺
骨
(
遺
体
)
が
埋
葬
さ
れ
た
上
に
墓
石
が
建

て
ら
れ
な
い
も
の
を
「
無
石
塔
墓
制
」
と
い
い
、

、
と
幸

工
疋
の
墓
地
を
営
み
、
そ
こ
へ
墓
参
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
ま
す
0

浄
土
真
宗
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
が
「
火

葬
無
墓
制
」
と
も
呼
ぱ
れ
る
墓
制
で
す
。
「
火

葬
無
墓
制
」
と
は
、
火
葬
さ
れ
た
後
、
収
骨
は

し
て
も
家
単
位
に
墓
を
造
ら
な
い
形
態
の
こ
と

で
、
近
畿
や
中
国
地
方
な
ど
に
分
布
し
て
い
ま

す
。
浄
士
真
宗
の
門
徒
で
従
来
よ
り
火
葬
の
村

の
場
貪
火
葬
後
に
収
骨
し
た
お
骨
の
一
部
を

本
山
へ
納
骨
す
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
ま
す

(
現
在
で
は
、
お
墓
を
建
て
る
地
域
も
増
え
て
い

る
よ
う
で
す
)
。
浄
土
真
宗
の
お
墓
に
つ
い
て

は
、
大
谷
本
廟
へ
の
納
骨
と
深
く
関
わ
っ
て
い

大
谷
本
廟
の
歴
史
は
、
宗
祖
親
聖
人
の
葬

送
と
納
骨
に
ま
で
遡
り
ま
す
0

親
鸞
聖
人
の
葬
送
に
つ
い
て
は
、
「
親
鸞
聖

、し

ら
く
よ
う
せ
ん
げ

で
ん
ね

ご
で
人
L
よ
弓

人
伝
絵
』
(
御
伝
紗
)
洛
陽
遷
化
の
段
に
あ
る

史
'
に
ん
じ

と
り
べ
の

よ
う
に
、
鳥
辺
野
の
延
仁
寺
に
お
い
て
、
近
親

者
や
門
弟
に
ょ
っ
て
火
葬
さ
れ
、
大
谷
に
納
骨

さ
れ
ま
し
た
[
註
釈
版
聖
典
1
0
5
9
頁
]
。
し

が
い
じ
O
L
」
う

か
(
に
、
.
L
、
一
う
に
ん

か
し
、
覚
如
上
人
の
『
改
邪
紗
一
第
玲
条
に

ー
、
卓
が
し
か
も
が
"

は
、
「
某
親
鸞
閉
眼
せ
ば
、
卸
茂
河
に
い
れ

う
"

て
魚
に
あ
た
ふ
べ
し
」
(
註
釈
版
聖
典
卿
頁
)
と

い
う
親
.
聖
人
の
一
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま

、
、
た

す
。
こ
の
一
言
葉
は
、
信
心
の
沙
汰
を
本
と
す
べ

き
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
す
が
、
特
別
な
葬
法

に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
ょ
い
と
い
う
意
図
も
込
め

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
[
満
井
2
0
0

8
]
。
実
際
に
は
、
親
.
聖
人
の
遺
骨
は
当
時

の
門
弟
の
追
慕
の
念
か
ら
大
谷
に
納
骨
さ
れ
、

葬
送
に
つ
い
て
は
当
時
の
仏
教
や
浄
土
教
の
慣

習
や
文
化
に
則
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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親
鸞
聖
人
の
お
墓
に
つ
い
て
は
、
高
田
派
専

じ
゛
じ
せ
ん
し
ん

修
寺
蔵
「
善
信
聖
人
親
'
伝
絵
』
(
高
田
本
)

の
絵
図
に
ょ
れ
ぱ
、
墳
墓
が
築
か
れ
、
一
基
の

石
塔
を
中
心
と
し
て
周
囲
を
柵
で
囲
い
、
四
角

形
の
台
石
の
上
に
六
角
柱
ら
し
い
石
柱
を
立

証
み
じ
●

て
、
上
に
笠
と
宝
珠
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う

よ
か
b

で
す
。
こ
の
石
塔
は
「
横
川
形
式
」
と
い
い
、

良
源
が
考
案
し
た
も
の
で
、
源
信
和
尚
の
お
墓

も
こ
の
形
式
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
[
増
補
改
訂

本
願
寺
史
1
1
燭
頁
]
0

ぶ
ん
え
い

大
谷
廟
堂
は
、
文
、
氷
9
年
(
1
2
7
2
)
吉

み
十水

に
改
葬
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
「
善
信
聖

人
親
'
伝
絵
」
廟
堂
創
立
の
段
の
絵
図
に
は
、

六
飼
の
堂
内
に
親
聖
人
の
木
像
が
安
置
さ
れ

か
与
、
ξ
ぱ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
前
面
に
は
角
柱
の
笠
塔
婆

が
見
え
、
「
聖
人
遺
骨
を
お
さ
め
た
て
ま
つ
る

い
ま
の
廟
堂
是
也
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

0
ん
あ
ぱ
ん

た
、
本
願
寺
蔵
『
善
信
聖
人
絵
一
(
琳
阿
本
)

の
同
段
に
は
、
六
角
の
堂
内
に
石
塔
(
笠
塔
婆
)

の
み
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
墓
所
と
し
て
造
営
さ
れ
た
大
谷

廟
堂
は
、
覚
如
上
人
の
頃
に
本
願
寺
と
公
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
覚
如
上
人

培
わ
れ
て
き
た
血
縁
、
地
縁
の
役
割
や
仏
縁

に
つ
い
て
、
顧
み
る
き
つ
か
け
に
な
れ
ぱ
と
思

い
ま
す
0

(
浄
士
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
冨
島
信
海
)

せ
'

先
人
た
ち
が
営
ん
で
き
た
葬
送
や
墓
制
は
、

教
義
と
習
俗
と
が
時
代
と
社
会
の
要
請
の
中
で

融
合
し
つ
つ
形
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
浄
土
真

宗
の
お
墓
は
、
単
に
遺
骨
を
収
蔵
す
る
こ
と
に

留
ま
ら
ず
、
念
仏
者
と
し
て
生
き
抜
い
た
先
人

し
の

に
向
き
合
い
、
そ
の
遺
徳
や
苦
労
を
偲
ぶ
場
と

な
り
、
同
時
に
先
人
た
ち
を
導
い
て
き
た
み
教

え
に
触
れ
る
場
と
も
な
り
ま
す
。

劇
的
に
変
化
を
み
せ
る
葬
送
・
墓
制
で
は
あ

り
ま
す
が
、
死
を
ど
の
よ
う
に
し
て
迎
え
、
ど

の
よ
う
に
葬
送
し
て
い
く
の
か
と
い
う
課
題
そ

の
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
も
変
わ
る
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
時
代
や
社
会
の
変
化
に
ょ

つ
て
変
わ
っ
て
き
た
部
分
と
変
わ
ら
ず
伝
え
ら

れ
て
き
た
部
分
を
整
理
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら

の
葬
送
儀
礼
と
お
墓
の
方
向
性
を
見
い
だ
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

葬
送
儀
礼
と
お
墓
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と

を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
葬
送
儀
礼
の
中
で

祖
代
々
」
と
刻
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
[
新
谷
2
0
0
7
、
田
頁
]
、
個
人
の
墓
か
ら

家
墓
へ
と
次
第
に
転
換
し
て
い
き
ま
し
た
(
家

墓
に
つ
い
て
は
2
0
1
6
年
一
{
示
報
」
 
4
月
号

「
葬
送
儀
礼
と
お
墓
①
」
参
照
)
。

そ
し
て
現
代
で
は
、
家
制
度
が
解
体
さ
れ
る

に
つ
れ
て
、
墓
石
に
刻
ま
れ
る
文
字
は
之
永
名

↓
宗
教
語
・
任
意
語
」
に
変
化
す
る
傾
向
に
あ

り
[
井
上
2
0
0
3
、
肋
頁
]
、
こ
れ
ら
と
「
家

名
・
{
永
紋
」
と
が
共
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
[
内
藤
2
0
1
3
、
怖
頁
]
0
 
近

年
で
は
、
故
人
を
記
憶
に
留
め
よ
う
と
す
る
強

い
意
識
が
、
墓
石
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
0

浄
土
真
宗
の
お
墓
に
は
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

(
・
凡
い
 
0
し
.
'

や
「
倶
厶
三
処
」
な
ど
と
墓
石
に
刻
ま
れ
る
こ

と
が
多
く
あ
り
、
そ
の
よ
、
つ
に
お
勧
め
も
し
て

い
ま
す
。
仏
や
浄
土
を
意
味
し
て
い
る
点
に
お

い
て
は
、
中
世
の
石
塔
に
通
ず
る
面
が
あ
っ
て
、

お
墓
は
仏
縁
の
地
と
な
る
も
の
と
い
ぇ
ま
す
。

お
墓
に
文
字
を
刻
む
こ
と
は
古
く
か
ら
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
名
号
や
経
典
の
語
を
刻
む
こ

と
に
は
、
故
人
も
遺
族
も
と
も
に
阿
弥
陀
仏
の

の
頃
に
は
阿
弥
陀
如
来
像
を
安
置
す
る
こ
と
に

じ
●
う
じ
●
と
う
一
、
ら

関
し
て
議
論
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
十
字
名
号

ぞ
ん
に
」

が
懸
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
存
如

L
.
゛
う
に
ん

上
人
の
頃
に
両
堂
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
は
、

親
聖
人
の
墓
所
と
い
う
性
格
が
強
く
残
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
0

お
わ
り
に

方
形
の
基
礎
の
上
に
、
方
形
の
塔
身
、
笠
石

を
置
き
、
相
輪
を
立
て
た
塔
。

台
座
の
上
に
卵
形
の
石
を
の
せ
た
形
の
塔
。

■
大
谷
へ
の
納
骨
と

墓
石
に
刻
ま
拠
る
文
字

よ
し

否
考
文
芭

新
谷
尚
紀
「
両
墓
制
と
他
界
観
』
(
吉
川
弘
文

館
、
 
1
9
9
1
)

井
上
治
代
「
墓
と
家
族
の
変
容
一
(
岩
波
書
店
、

2
0
0
3
)

新
谷
尚
紀
「
墓
の
変
遷
と
先
祖
供
養
」
(
「
葬
送

の
か
た
ち
1
死
者
供
養
の
在
"
方
と
先
祖
を
考

え
る
一
、
佼
成
出
版
社
、
 
2
0
0
7
)

佐
藤
弘
夫
「
死
者
の
ゆ
く
え
』
命
石
田
書
院
、
 
2

0
0
8
)

勝
田
至
『
日
本
葬
制
史
」
全
口
川
弘
文
館
、
 
2
0

1
2
)

内
藤
理
恵
子
「
現
代
日
本
の
葬
送
文
化
一
(
岩

田
書
院
、
 
2
0
1
3
)

満
井
秀
城
「
浄
土
真
宗
と
し
て
の
「
葬
儀
」
の

意
味
」
(
『
浄
土
宗
総
合
研
究
一
 
8
、
 
2
0
1

4
)

中
世
末
期
に
は
本
願
寺
の
寺
基
が
各
地
を

て
ん
し
ょ
う

転
々
と
し
ま
し
た
が
、
天
正
玲
年
(
1
5
9
1
)

け
い
ち
」
う

に
京
都
に
移
転
す
る
と
、
慶
長
8
年
(
1
6
0

3
)
に
東
山
五
条
へ
廟
所
が
移
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
以
降
、
次
第
に
仏
殿
な
ど
が
建
造
さ
れ
る

な
ど
し
て
、
現
在
の
大
谷
本
廟
の
形
に
整
え
ら

れ
て
い
き
ま
す
。

「
大
谷
本
願
寺
通
紀
」
第
9
巻
に
ょ
れ
ぱ
、

か
ん
ぷ
ん

寛
文
元
年
(
1
6
6
1
)
 
3
月
に
は
顕
如
・
准

●
弔
.
゛如

両
上
人
の
墳
墓
(
無
縫
塔
)
が
祖
廟
の
左
右

に
築
か
れ
、
そ
れ
以
降
の
宗
主
墳
も
そ
の
周
囲

に
^
か
れ
る
よ
、
つ
に
な
り
ま
し
た
0
 
同
^
2
月

き
い
、
、
う
じ

に
は
京
都
西
光
寺
の
要
請
に
ょ
り
、
大
谷
本
廟

へ
の
納
骨
も
始
め
ら
れ
、
廟
所
の
背
後
に
お
墓

つ
ち
か

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
以
降
、
門
徒
の
墓
塔
が

轟
ん
え
い

増
加
し
、
{
女
、
永
元
年
(
1
フ
7
2
)
に
か
け
て

約
8
0
0
0
基
に
達
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す

[
史
料
集
成
9
1
期
頁
]
。
一
方
、
自
墓
が
無
い

場
合
に
は
、
毎
年
夏
に
、
集
め
ら
れ
た
遺
骨
が

祖
墳
の
後
方
の
地
に
葬
さ
れ
ま
し
た
[
同
前
]
。

あ
ん
せ
い

ま
た
、
{
女
政
3
年
(
1
8
5
6
)
に
は
墓
塔
が

1
2
0
0
0
^
余
り
に
増
加
し
て
い
ま
す

き
」
う
か
い
い
ち
ら
ん
,
一
じ
つ
こ
う
ぎ

[
「
'
教
斌
、
一
潤
」
棚
]
。
た
だ
し
、
『
故
実
公
儀

か
き
あ
げ上

一
に
ょ
れ
ぱ
、
石
塔
の
形
な
ど
に
つ
い
て

は
決
ま
り
が
無
く
、
施
主
の
意
向
に
ょ
っ
て
建

て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
[
史
料
集
成
9
1
肋

頁
]
。お

墓
に
墓
石
を
建
て
る
場
△
气
各
時
代
の
死

者
観
念
や
社
会
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
あ
り
方

は
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
中
世
で

は
個
人
名
が
刻
ま
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

n
、
?
み
、
.
う

し
た
が
、
巧
世
紀
頃
か
ら
墓
石
に
法
名
な
ど

を
刻
む
こ
と
が
急
速
に
並
白
及
す
る
よ
、
つ
に
な
り

げ
ん
ろ
く

ま
す
0
 
元
禄
期
(
1
6
8
8
S
1
7
0
4
)
頃

て
ん
ぽ
み

に
は
単
名
か
ら
夫
婦
連
名
に
変
わ
り
、
天
保
期

(
1
8
3
0
、
1
8
4
4
)
頃
に
は
{
永
名
が
、
明

治
時
代
に
は
家
制
度
の
構
築
に
基
づ
い
て
「
先

け
ん
に
ょ
じ
●
ん

慈
悲
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
す
る
縁
と

な
る
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
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