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木幡智恵美 
墓①

　
家
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
、
切
り
離
せ
な
い
の
が
墓
だ
。
松
江
の
墓
は
公
園
墓
地
に
、
実
家
の

墓
は
歩
い
て
す
ぐ
の
元
屋
敷
跡
に
あ
る
。
父
の
実
家
の
墓
も
家
の
敷
地
続
き
の
と
こ
ろ
に
建
っ
て

い
る
。
田
舎
の
墓
は
、
結
構
家
の
近
く
に
建
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。 

　
年
の
初
め
か
ら
墓
の
こ
と
を
書
く
の
は
気
が
引
け
る
が
、
年
末
に
読
ん
だ
新
聞
に
昨
年
度
の
墓

じ
ま
い
件
数
が
こ
れ
ま
で
の
最
高
だ
っ
た
と
あ
り
、
心
の
奥
に
く
す
ぶ
っ
て
い
る
思
い
が
沸
き
出

て
来
た
。 

墓
の
管
理
は
大
変
だ
。
お
盆
前
に
は
汗
に
ま
み
れ
、
蚊
に
刺
さ
れ
な
が
ら
草
取
り
を
し
た
り

墓
石
を
磨
い
た
り
。
う
ち
は
、
盆
や
彼
岸
に
な
る
と
、
松
江
の
公
園
墓
地
に
参
っ
て
か
ら
、
出
雲

に
向
か
う
。
出
雲
で
お
参
り
す
る
の
は
四
箇
所
だ
。
元
屋
敷
跡
に
あ
る
実
家
の
墓
に
参
り
、
次
に

一
キ
ロ
離
れ
た
父
の
里
へ
。
家
の
近
く
の
小
高
い
砂
の
丘
ま
で
歩
い
て
上
が
り
、
線
香
を
供
え

る
。
伯
父
の
墓
は
曹
洞
宗
の
寺
、
伯
母
の
墓
は
浄
土
真
宗
の
寺
と
、
全
く
違
っ
た
方
向
に
あ
る
寺

の
墓
地
に
あ
る
。
伯
父
の
墓
は
、
祖
父
で
あ
る
杉
山
家
の
墓
標
、
祖
父
亡
き
後
、
母
子
ご
っ
そ
り

戻
っ
た
元
の
姓
で
あ
る
藤
江
家
の
墓
標
と
二
対
並
ん
で
建
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
花
ノ
木
は
計
四

束
挿
す
こ
と
に
な
る
。
伯
母
の
墓
は
、
伯
母
亡
き
後
に
、
弟
で
あ
る
伯
父
が
建
て
た
。
墓
の
側
に

竹
藪
が
あ
り
、
あ
る
時
は
墓
石
の
横
に
三
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
竹
が
伸
び
て
い
た
。
草
が
び
っ
し

り
生
え
る
時
、
枯
草
に
覆
わ
れ
る
時
、
い
ず
れ
も
掃
除
が
大
変
だ
。
伯
父
夫
婦
、
伯
母
夫
婦
と
も

す
で
に
他
界
し
、
子
ど
も
た
ち
は
遠
方
に
居
を
構
え
て
い
て
、
め
っ
た
に
帰
っ
て
こ
な
い
。
だ
か

ら
、
一
時
間
あ
ま
り
か
か
る
と
は
い
え
、
地
元
に
居
る
私
が
夫
と
参
る
し
か
な
い
の
だ
。 

　
遠
方
に
居
て
墓
参
り
が
困
難
な
人
が
増
え
て
い
る
し
、
子
や
孫
の
代
に
な
る
と
、
墓
に
入
っ
て

い
る
人
を
知
ら
な
い
人
が
多
く
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
墓
は
忘
れ
ら
れ
、
墓
じ
ま
い
が
ど
ん
ど
ん

増
え
て
い
く
。
こ
れ
か
ら
は
墓
を
建
て
る
こ
と
さ
え
少
な
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
実
際
我
が
家

で
も
、
子
ど
も
た
ち
は
親
に
付
い
て
来
な
く
な
っ
て
か
ら
ほ
と
ん
ど
墓
参
り
を
し
て
い
な
い
。
自

分
た
ち
が
居
な
く
な
っ
た
ら
、
伯
父
や
伯
母
の
墓
と
同
じ
よ
う
に
、
実
家
の
墓
の
掃
除
を
し
た

り
、
お
参
り
を
し
た
り
す
る
者
が
居
な
く
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
家
と
共
に
墓
も
足
腰
の
立
つ

う
ち
に
方
を
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
だ
。 
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語
教
室
生
が
五
名
に
な
っ
た
。
去
年
の
九
月
に
最
初
の

塾
生
が
来
た
と
き
も
本
当
に
び
っ
く
り
し
た
が
、
季
節

が
一
つ
動
い
て
五
名
に
な
っ
て
い
る
の
に
も
驚
く
ほ
か
な
い
。

驚
く
こ
と
は
他
に
も
あ
る
。
「
稽
古
は
公
開
し
ま
す
」
と
近
所

に
告
知
し
て
回
っ
た
ら
、
何
名
か
見
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
。
ま

あ
案
内
も
ら
っ
た
か
ら
ち
ょ
っ
と
顔
を
出
し
て
お
こ
う
か
、
と

い
う
義
理
堅
い
人
た
ち
が
た
ま
に
来
て
く
だ
さ
れ
ば
、
ぐ
ら
い

に
考
え
て
い
た
の
に
、
そ
の
後
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、
常
連
さ

ん
と
ご
新
規
さ
ん
で
毎
回
け
っ
こ
う
な
賑
わ
い
で
あ
る
。
開
始

の
三
十
分
以
上
前
に
来
ら
れ
る
人
も
あ
る
。 

「
ま
だ
、
こ
ど
も
が
来
る
ま
で
四
十
分
も
あ
り
ま
す
よ
。
」 

「
あ
あ
、
そ
げ
か
い
ね
。
ほ
ん
な
あ
こ
こ
ん
と
こ
で
待
た
せ
て

も
ら
ー
わ
。
」 

「
そ
ぎ
ゃ
ん
寒
と
こ
で
待
た
れ
ん
で
も
、
あ
が
っ
て
く
だ
さ

い
。
ス
ト
ー
ブ
も
つ
け
ち
ょ
う
け
ん
。
」 

「
家
の
鍵
閉
め
て
出
て
き
た
け
ん
、
ま
た
帰
っ
て
開
け
ら
や
も

な
し
、
ほ
ん
な
あ
あ
が
ら
せ
て
も
ら
ー
か
ね
。
」 

　
毎
度
毎
度
、
こ
の
会
話
を
繰
り
返
す
。
き
っ
と
お
ば
あ
さ
ん

気
が
急
い
て
な
ら
ず
、
じ
っ
と
家
で
待
つ
よ
り
は
、
と
早
い
の

を
承
知
で
出
か
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
ぼ
く
も
そ
う
察
せ
ら
れ

る
年
齢
に
な
っ
た
。
す
で
に
同
じ
徴
候
を
自
覚
し
て
も
い
る
。 

　
ほ
と
ん
ど
定
型
と
な
っ
た
こ
の
会
話
を
何
だ
か
い
い
な
あ
、

と
い
つ
も
思
う
。
耳
が
遠
く
な
っ
て
い
る
老
人
た
ち
に
は
、
こ

ど
も
た
ち
の
落
語
が
全
部
は
聞
こ
え
て
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
も
稽
古
が
あ
る
度
に
足
を
運
ぶ
の
は
、
こ
こ
に
来
れ
ば

こ
ど
も
た
ち
に
会
え
る
、
そ
ん
な
行
き
先
に
な
っ
た
か
ら
な
の

だ
ろ
う
。 

「
こ
の
社
会
を
安
定
的
に
持
続
さ
せ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
社
会

の
片
隅
に
で
も
い
い
か
ら
、
社
会
的
共
有
資
本
と
し
て
の
共
有

地
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
が
、
誰
も
が
立
ち
入
り
耕
す
こ
と
の

で
き
る
共
有
地
が
あ
る
と
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
は
ず
い
ぶ
ん

風
通
し
の
良
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の

で
す
。
」
（
『
共
有
地
を
つ
く
る
』
平
川
克
美
／
ミ
シ
マ
社
） 

　
ぼ
く
に
は
ち
ょ
っ
と
観
念
的
す
ぎ
る
け
れ
ど
共
感
す
る
。
そ

し
て
、
さ
っ
き
の
繰
り
返
さ
れ
る
会
話
に
、
こ
の
共
有
地
に
つ

な
が
る
道
が
見
え
る
気
が
す
る
。 

　
昨
日
二
十
一
日
は
、
市
内
某
地
区
新
年
会
の
ゲ
ス
ト
に
招
か

れ
、
五
人
が
う
ち
そ
ろ
っ
て
高
座
に
上
が
っ
た
。
わ
ず
か
十
日

足
ら
ず
で
の
初
舞
台
と
い
う
子
も
い
た
が
、
稽
古
で
緊
張
の
あ

ま
り
顔
を
上
げ
る
こ
と
さ
え
臆
し
て
い
た
子
が
、
し
っ
か
り
顔

を
上
げ
て
、
大
き
な
声
を
出
し
て
い
た
。
こ
ど
も
は
こ
う
い
う

こ
と
を
し
て
の
け
る
。 

　
き
っ
と
常
連
さ
ん
た
ち
は
、
ど
ん
な
出
来
映
え
だ
っ
た
か
気

に
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
「
み
ん
な
最
高
の
出
来
で
し
た
」

と
言
う
つ
も
り
だ
。
「
い
つ
も
聞
い
て
く
れ
る
皆
さ
ん
の
お
か

げ
で
す
」
も
忘
れ
ず
。

がらがら橋日記　 
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
自
民
党
が
裏
金
疑
惑
に

30ま
み
れ
て
も
、
下
野
す
る
気
配
す
ら
な
い
現

在
か
ら
見
る
と
、
２
０
０
９
年
に
政
権
交
代

が
起
き
た
の
が
不
思
議
に
思
え
て
く
る
。 

年
金
生
活
者
　 
年
に
そ
れ
が
起
き
た
の

09

は
、
国
家
と
国
民
の
力
関
係
が
変
わ
っ
た
か

ら
だ
。
国
家
の
優
位
が
減
じ
、
そ
の
ぶ
ん
国

民
の
優
位
が
増
し
た
。
民
主
党
は
そ
の
変
化

を
「
国
民
の
生
活
が
第
一
」
と
公
約
に
表
す

こ
と
に
よ
っ
て
政
権
の
奪
取
に
成
功
し
た
。 

 

代
　
な
ぜ
力
関
係
が
変
わ
っ
た
ん
だ
。 

30年
金
　
高
度
経
済
成
長
を
経
て
消
費
支
出
に

占
め
る
選
択
的
消
費
の
割
合
が
必
需
的
消
費

と
肩
を
並
べ
る
ま
で
に
拡
大
し
た
結
果
、
国

民
は
膨
ら
ん
だ
選
択
的
消
費
を
一
斉
に
控
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
面
の
生
活
に
困
る
こ

と
な
く
、
景
気
を
停
滞
さ
せ
、
時
の
政
権
を

倒
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
世

紀
の
終
わ
り
に
吉
本
隆
明
は
そ
う
指
摘
し

た
。
そ
れ
は
国
家
の
権
力
の
一
部
が
個
人
に

分
散
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。 

　
分
散
し
た
権
力
を
手
に
し
た
諸
個
人
は
そ

れ
に
相
応
す
る
処
遇
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
政
府
の
都
合
よ
り
も
国
民
の
都

合
を
優
先
し
ろ
と
い
う
要
求
だ
っ
た
。
そ
れ

を
い
ち
早
く
察
知
し
た
の
が
小
泉
純
一
郎

だ
っ
た
。
彼
が
郵
政
民
営
化
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
掲
げ
た
「
官
か
ら
民
へ
」
は
そ
の
要
求
へ

の
回
答
だ
っ
た
。 

 

代
　
あ
の
こ
ろ
は
小
泉
人
気
が
盛
り
上
が

30り
、
政
権
交
代
な
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。 

年
金
　
彼
の
あ
と
に
続
い
た
３
代
の
自
民
党

政
権
は
、
国
家
と
国
民
の
力
関
係
の
変
化
に

気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
鈍
感
さ
に
不

満
を
募
ら
せ
た
国
民
は
自
民
党
で
は
ダ
メ
だ

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

　
そ
れ
ま
で
の
自
民
党
は
国
民
の
批
判
を
浴

び
る
と
、
総
裁
の
首
を
す
げ
替
え
て
新
し
い

内
閣
を
組
織
す
る
疑
似
政
権
交
代
で
し
の
い

で
き
た
。
そ
れ
は
大
昔
の
「
王
殺
し
」
に
似

て
い
る
。
災
厄
が
起
き
る
と
、
王
の
力
が
衰

え
た
た
め
と
し
て
、
王
を
殺
害
す
る
シ
ス
テ

ム
だ
。
国
家
と
国
民
の
力
関
係
が
新
た
な

バ
ー
ジ
ョ
ン
に
入
っ
た
こ
と
で
、
王
殺
し
の

現
代
版
で
あ
る
疑
似
政
権
交
代
の
効
果
が
薄

れ
て
き
た
。
小
泉
後
の
短
命
な
自
民
党
政
権

は
そ
れ
を
あ
ら
わ
に
し
た
。 

　
民
主
党
は
小
泉
政
権
の
「
官
か
ら
民

へ
」
を
受
け
継
ぎ
、
「
官
僚
主
導
か
ら
政

治
主
導
へ
」
を
掲
げ
て
政
権
を
手
に
し

た
。
国
民
が
自
民
党
あ
る
い
は
自
民
党
的

な
も
の
の
完
全
排
除
を
求
め
た
の
で
は
な

い
こ
と
を
そ
れ
は
示
し
て
い
る
。
自
民
党

１
・
０
に
代
え
て
自
民
党
２
・
０
に
よ
る

政
権
を
求
め
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
政
権

に
つ
い
た
民
主
党
の
代
表
の
鳩
山
由
紀
夫

も
幹
事
長
の
小
沢
一
郎
も
と
も
に
自
民
党

出
身
者
だ
っ
た
こ
と
が
そ
れ
を
物
語
っ
て

い
る
。
民
主
党
は 

年
体
制
下
の
社
会
党

55

と
は
異
な
り
、
自
衛
隊
も
日
米
同
盟
も
市

場
経
済
も
容
認
し
、
基
本
政
策
で
は
自
民

党
と
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
。 

 

代
　
大
し
た
違
い
が
な
い
の
に
、
政
権
交

30代
し
て
意
味
が
あ
る
の
か
。 

年
金
　
そ
れ
で
も
政
権
交
代
は
あ
っ
た
ほ
う

が
い
い
。
長
期
政
権
は
惰
性
、
停
滞
、
腐
敗

を
免
れ
な
い
。
与
党
と
野
党
が
た
と
え
同
じ

政
策
を
掲
げ
て
い
て
も
、
前
者
は
そ
の
推
進

に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
、
後
者
は
そ
れ
を
加
速

す
る
可
能
性
が
高
い
。 

 

代
　
２
０
０
９
年
に
は
起
き
た
政
権
交
代

30が
今
な
ぜ
起
き
な
い
ん
だ
。

年
金
　
政
権
に
返
り
咲
い
た
自
民
党
が
、
旧

民
主
党
の
放
り
出
し
た
理
念
や
政
策
の
相
当

な
部
分
を
拾
い
上
げ
て
代
行
し
、
政
権
交
代

の
理
由
を
消
し
去
っ
た
か
ら
だ
。 

「
国
民
の
生
活
が
第
一
」
「
官
僚
主
導
か

ら
政
治
主
導
へ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲

げ
な
が
ら
、
公
約
を
公
然
と
破
り
捨
て
る
と

い
う
民
主
党
の
オ
ウ
ン
ゴ
ー
ル
に
助
け
ら
れ

て
政
権
に
復
帰
し
た
自
民
党
は
、
そ
こ
か
ら

教
訓
を
く
み
取
っ
た
。
①
で
き
な
い
公
約
は

し
な
い
②
国
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
姿
勢
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
③
「
政
治
主
導
」
を
制
度
化
す

る
（
内
閣
人
事
局
の
新
設
）
と
い
っ
た
形
で

そ
れ
を
実
行
に
移
し
た
。 

　
そ
う
な
る
と
、
民
主
党
を
支
持
す
る
理
由

は
な
く
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
沖
縄
の
普

天
間
基
地
の
移
設
や
消
費
税
の
引
き
上
げ
を

め
ぐ
っ
て
露
骨
な
公
約
破
り
を
し
、
国
民

そ
っ
ち
の
け
で
内
紛
を
繰
り
広
げ
た
こ
の
党

に
は
二
度
と
政
権
に
つ
い
て
ほ
し
く
な
い
、

と
国
民
は
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後

身
で
あ
る
立
憲
民
主
党
の
支
持
率
が
低
迷
し

て
い
る
の
は
そ
の
結
果
と
言
え
る
。 

 

代
　
維
新
の
会
は
立
憲
と
は
出
自
が
異
な

30

る
の
に
、
政
権
を
う
か
が
う
ほ
ど
支
持
が
広

が
っ
て
い
な
い
。
官
僚
主
導
か
ら
政
治
主
導

へ
の
転
換
を
目
指
す
な
ど
、
政
権
交
代
時
の

民
主
党
の
公
約
と
重
な
る
部
分
が
大
き
い
の

に
、
そ
れ
が
党
勢
の
飛
躍
に
つ
な
が
っ
て
い

な
い
。 

年
金
　
そ
う
し
た
公
約
は
す
で
に
自
民
党
が

引
き
受
け
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。 

 

代
　
だ
と
し
た
ら
、
政
権
交
代
は
時
代
が

30大
き
く
変
化
す
る
と
き
に
し
か
起
き
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。 

年
金
　
米
欧
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
政
権
交

代
は
普
段
の
出
来
事
と
し
て
あ
る
。
台
湾
も

そ
う
だ
。
今
回
の
総
統
選
で
は
政
権
交
代
は

な
か
っ
た
が
、
与
党
の
民
進
党
は
立
法
院
で

過
半
数
を
失
っ
た
。
部
分
的
な
政
権
交
代
、

あ
る
い
は
準
政
権
交
代
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
。 

　
中
国
に
飲
み
込
ま
れ
る
の
を
拒
む
一
方

で
、
相
手
を
無
用
に
刺
激
し
な
い
よ
う
に
警

戒
し
て
、
有
権
者
は
そ
れ
に
最
適
な
権
力
の

構
成
を
選
ん
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
権

力
に
た
だ
従
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
分

た
ち
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
台
湾
人

の
政
治
的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
が
う
か
が
え

る
。 

 

代
　
少
子
高
齢
化
は
時
代
の
大
変
動
だ
ろ

30う
。
自
民
党
政
権
は
そ
れ
を
乗
り
超
え
る
道

を
示
せ
な
い
で
い
る
の
に
、
そ
れ
が
政
権
交

代
に
結
び
つ
か
な
い
。 

年
金
　
変
化
が
起
き
て
も
、
対
処
法
を
実
行

可
能
な
公
約
と
し
て
示
せ
な
け
れ
ば
、
有
権

者
を
そ
の
気
に
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
を
や
れ
る
野
党
が
今
ひ
と
つ
も
な
い
。

ニュース日記　907 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政権交代はなぜ起
きないのか


