
時
代
は
流
れ
て
も

変
わ
ら
な
い「
弔
う
こ
こ
ろ
」を
伝
え
続
け
る

1
4
0
年
の
あ
ゆ
み
は
、

葬
送
文
化
の
あ
ゆ
み
で
も
あ
る

「
弔
い
の
こ
こ
ろ
」を

大
切
に
、多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応

　
弊
社
は
、1
8
7
7
年（
明
治
10
年
）、「
葬
具
商 

一
柳
商
店
」と
し
て
名
古
屋
市
中
区
住
吉
町
に
誕
生

し
て
い
ま
す
。創
業
者
の
一
柳
幾
三
郎
は
も
と
も
と

宮
大
工
で
、腕
の
良
さ
を
見
込
ま
れ
、葬
具
用
品
の

製
作
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
葬
儀
事
業
に
携
わ

る
き
っ
か
け
だ
っ
た
よ
う
で
す
。そ
の
後
、職
人
技
を

活
か
し
て
寝
棺
、半
寝
棺
、座
棺
の
棺
桶
、葬
儀
に
必

要
な
道
具
、白
木
材
の
葬
祭
用
品
を
、注
文
に
応
じ

て
手
早
く
一
品
一
品
丁
寧
に
そ
の
都
度
作
り
上
げ
て

い
ま
し
た
。「
葬
具
」の
文
字
が
屋
号
に
あ
る
所
以
は

そ
こ
に
あ
り
、独
自
の
意
匠
を
凝
ら
し
た
葬
具
を
自

社
で
製
作
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
、宗
派
に
定
め
ら
れ

た
葬
儀
式
に
従
っ
て
的
確
な
飾
り
つ
け
を
行
う
こ
と

を
使
命
と
し
て
い
た
の
で
す
。現
在
の
社
名
に「
葬
具
」

の
文
字
を
入
れ
て
い
る
の
は
、「
葬
具
の
用
達
」を

事
業
の
本
分
と
す
る
と
い
う
信
念
を
貫
き
通
し
て

い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
弊
社
は
常
に
葬
儀
の
新
し
い
カ
タ
チ
を
追
求
し
て

き
ま
し
た
。

　
初
代
の
跡
を
継
い
だ
第
2
代
社
長
・
一
柳 

隨
吉

は
、大
正
11
年
、米
国
製
自
動
車「
ビ
ム
号
」を
購
入
し

て
改
造
し
、こ
の
地
区
で
初
め
て
霊
柩
車
を
使
用
し

て
い
ま
す
。当
時
、棺
は
人
が
担
ぐ
か
大
八
車
で
運
ぶ

の
が
主
流
で
、会
葬
者
は
葬
列
を
組
み
、そ
れ
に
付

き
添
っ
て
移
動
し
て
い
ま
し
た
。霊
柩
車
は
、そ
れ
ま

で
の
葬
送
文
化
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
葬
列
を
否
定
し

か
ね
な
い
と
反
対
す
る
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、そ
の

後
の
葬
儀
の
あ
り
方
を
変
え
る
大
き
な
出
来
事
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
私
の
父
で
あ
る
第
3
代
社
長
・
一
柳
稔
は
、葬
儀
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
を
深
く
考
察
し
、現
代
に
つ
な
が
る

葬
儀
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
た
人
で
し
た
。例
え
ば
、

身
内
で
葬
儀
を
行
っ
た
後
で
、一
般
参
列
者
が
焼
香
す

る〝
告
別
式
〞
を
行
う
現
在
の
葬
儀
の
形
式
を
考
案

し
て
い
ま
す
。ま
た
、社
葬
が
一
般
的
で
は
な
か
っ
た

昭
和
初
期
に
、葬
儀
委
員
長
と
親
族
の
役
割
を
明
確

に
し
、社
葬
の
取
り
組
み
方
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
第
3
代
社
長
も
含
め
、代
々
こ
だ
わ
り
続
け
て

い
る
の
が
祭
壇
づ
く
り
で
す
。そ
の
姿
勢
に
一
切
の

妥
協
は
な
く
、他
社
に
は
み
ら
れ
な
い
祭
壇
を
創
造

し
て
奉
仕
す
る
と
い
う
使
命
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

私
自
身
も
独
創
的
な
発
想
を
活
か
し
た
祭
壇
づ
く

り
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。現
在
、各
宗
教
・
宗
派

に
か
な
っ
た
祭
壇
は
2
0
0
種
類
を
超
え
、す
べ
て

の
葬
儀
に
お
応
え
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。こ

の
よ
う
に「
葬
具
の
用
達
」と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り

を
持
ち
、そ
の
上
で
い
つ
の
時
代
も
葬
儀
の
本
質
を

み
つ
め
、革
新
す
る
と
こ
ろ
は
革
新
す
る
と
い
う

姿
勢
が
、1
世
紀
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ
て
支
持
さ

れ
て
き
た
理
由
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
近
年
、葬
儀
は
多
様
化
を
極
め
て
い
ま
す
。そ
れ

ま
で
の
人
生
に
ふ
さ
わ
し
い
お
別
れ
の
方
法
を
選
び

た
い
と
い
う
人
が
い
れ
ば
、地
域
の
風
習
に
沿
っ
た

方
法
で
、と
考
え
る
人
が
い
て
、最
近
で
は
ご
く
限
ら

れ
た
身
内
だ
け
の「
家
族
葬
で
」と
い
う
人
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
に
立
場
や
考
え
方
が
あ
り
、

ど
れ
が
正
し
い
か
は
一
概
に
言
え
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
規
模
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
で「
葬
儀
を

や
っ
て
よ
か
っ
た
」と
思
え
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。故
人
を
弔
い
、き
ち
ん
と
お
別
れ
が
で

き
、ご
遺
族
の
心
が
癒
さ
れ
る
、そ
ん
な
葬
儀
で
あ
り

た
い
も
の
で
す
。そ
れ
に
加
え
れ
ば
、遠
方
の
親
戚
や

故
人
の
知
人
に
も
一
声
か
け
ら
れ
る
こ
と
を
お
勧
め

し
た
い
も
の
で
す
。遠
方
だ
か
ら
、時
間
を
割
い
て

会
葬
し
て
い
た
だ
く
の
も
、と
遠
慮
さ
れ
る
人
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、参
列
す
る
し
な
い
は
、相
手
方

の
意
思
に
お
任
せ
す
れ
ば
い
い
の
で
故
人
と
縁
の

深
か
っ
た
方
に
黙
っ
て
い
る
ほ
う
が
か
え
っ
て
心
の

負
担
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。そ
ん
な
こ
と
も

踏
ま
え
な
が
ら
葬
儀
の
規
模
や
内
容
を
考
え
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
弊
社
で
は
地
域
の
皆
さ
ま
に
身
近
な
斎
場
と
し
て
、

い
ち
や
な
ぎ
野
並
斎
場
、い
ち
や
な
ぎ
中
央
斎
場
を

設
け
て
い
ま
す
の
で
、ご
要
望
に
合
わ
せ
て
ご
利
用

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

株
式
会
社
一
柳
葬
具
總
本
店

取
締
役
社
長

い
ち   

や
な
ぎ       

は
じ
め

　
私
が
引
き
継
い
だ
頃
か
ら
重
要
テ
ー
マ
と
し
て

取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、葬
儀
品
質
の
向
上
で
す
。

幸
い
、弊
社
に
は
1
4
0
年
に
及
ぶ
歴
史
が
あ
り
、

そ
の
中
で
有
形
無
形
の
知
識
・
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し

て
き
ま
し
た
。そ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
ふ
ま
え
、

各
宗
教
・
宗
派
の
葬
具
、葬
具
の
整
え
方
、葬
儀
に
対

す
る
心
得
、葬
送
儀
礼
、社
葬
、個
人
葬
の
流
れ
な
ど

を
つ
ぶ
さ
に
記
録
し
て「
一
柳
の
仕
事
」と
し
て
社
内

で
共
有
し
、品
質
の
向
上
、標
準
化
を
目
指
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
全
社
的
な
品
質
向
上
へ
の
取
り

組
み
を
開
始
し
、平
成
11
年
、葬
儀
業
界
で
い
ち
は
や
く

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
国
際
規
格

I
S
O
9
0
0
1
」を
認
証
取
得
し
ま
し
た
。そ
の

後
、P
D
C
A
の
繰
り
返
し
に
よ
る
継
続
的
な
改
善

活
動
を
実
施
し
て
い
く
中
で
、全
日
本
葬
祭
業

協
同
組
合
連
合
会
の「
葬
祭
業
安
心
度
調
査
」に
て

「
A 

A 

A
」の
最
高
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

※
1

　
最
近
に
な
っ
て「
葬
式
を
し
な
く
て
も
い
い
」と

い
う
葬
儀
不
要
論
な
る
意
見
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

果
た
し
て
本
当
に
必
要
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
例
え
ば
、日
本
で
は
、春
と
秋
に
は
お
彼
岸
、夏
に

は
お
盆
が
あ
り
ま
す
。先
祖
を
敬
い
、故
人
を
偲
び
、

季
節
の
も
の
を
お
供
え
し
、先
祖
に
感
謝
し
、お
墓
参

り
を
し
供
養
を
し
ま
す
。い
ず
れ
も
日
本
人
の
美
し

い
心
を
映
す
大
切
な
行
事
で
す
。と
こ
ろ
が
葬
儀
を

軽
視
し
て
い
る
と
、弔
う
気
持
ち
が
薄
れ
、お
墓
参
り

な
ど
で
供
養
す
る
習
慣
が
次
第
に
な
く
な
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。

　
何
よ
り
葬
儀
は
、故
人
を
弔
う
儀
式
で
す
。

　
故
人
に
と
っ
て
は
、今
ま
で
関
係
し
て
き
た
方
々

へ
知
ら
せ
て
も
ら
い
互
い
に
別
れ
を
告
げ
る
場
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、葬
儀
は
た
い
へ
ん
合
理
的
な
も

の
に
な
り
ま
す
。ご
遺
族
は
故
人
を
ど
う
送
り
出
す

か
、葬
儀
に
対
す
る
姿
勢
を
ど
う
示
す
か
が
重
要
に

な
り
ま
す
。故
人
は
一
人
で
生
き
て
き
た
訳
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。ま
た
遺
さ
れ
た
ご
家
族
も
各
々
一
人
で

生
き
て
き
た
訳
で
は
な
く
、こ
れ
か
ら
も
周
り
の
人

を
支
え
、支
え
ら
れ
て
生
き
て
行
き
ま
す
。

　
遺
族
は
今
ま
で
故
人
に
関
係
し
て
き
た
人
々

と
の
絆
を
確
認
し
、社
会
的
に
区
切
り
を
つ
け
、

「
弔
う
こ
こ
ろ
」で
送
り
出
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
葬
儀
を
終
え
た
後
、遺
族
は
故
人
が
生
前
に
関
わ
っ

て
き
た
人
と
の
つ
な
が
り
を
新
た
に
知
り
、そ
し
て

故
人
を
送
り
出
し
た
と
い
う
充
実
感
も
覚
え
る
こ
と
で

し
ょ
う
。こ
の
よ
う
な
葬
儀
で
あ
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。

※
1
　
P
D
C
A
と
は
、
P
l
a
n
（
計
画
）↓ 

D
o
（
実
行
）↓ 

C
h
e
c
k
（
評
価
）↓ 

A
c
t
（
改
善
）
の 

4
段
階
を
繰
り
返
す
こ

と
に
よ
って
、
業
務
を
継
続
的
に
改
善
す
る
こ
と
。

創
業
1
4
0
年
を
迎
え
た
こ
の
日
に
、改
め
て
創
業
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
を
顧
み
る
と
、

ど
の
時
代
に
も「
弔
う
こ
こ
ろ
を
大
切
に
、葬
送
文
化
に
沿
っ
た
正
し
い
葬
儀
を
追
求
し
続
け
る
」と
い
う
姿
が
あ
り
ま
す
。

住吉町時代の店舗（顔写真は一柳 幾三郎）

霊柩車（ビム号）

ひ
つ
ぎ

創
業
以
来
、社
名
に

「
葬
具
」の
文
字
が
あ
る
理
由

こ
れ
ま
で
蓄
積
し
た

ノ
ウ
ハ
ウ
を
葬
儀
に
活
か
す

最
期
の
お
別
れ
の
場
に

ふ
さ
わ
し
い
葬
儀
の
カ
タ
チ

将
来
の
こ
と
を
考
え
た

葬
儀
と
は

1
4
0
年
間
、事
業
を

継
続
で
き
た
要
因

いちやなぎ中央斎場（一般式場）　

いちやなぎ野並斎場（一般式場）　

○日本経済新聞（カラー）
天地 512.5mm×左右 380.0mm

創業140年を迎えることができました。
明治10年（1877年）10月31日「葬具商  一柳商店」として創業しました。

時代は移り、価値観が多様化し、それぞれに望まれる葬儀のあり方が異なってきました。
どのような時代であっても、私たちは「弔うこころ」を大切にし、
「一柳に任せてよかった」と、おっしゃっていただけるよう社員一同、一層の努力を尽くして参ります。
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