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社
会
が
死
者
の
統
合
に
失
敗
す
れ
ば
、

社
会
は
過
去
と
の
つ
な
が
り
も
歴
史
も
失
う
こ
と
に
な
る
。

―
ウ
ォ
ル
タ
ー
，
Ａ
．『
死
別
に
つ
い
て
：
悲
嘆
の
文
化
』

は
じ
め
に

　

い
わ
ゆ
る
「
個
人
化
」
が
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
す
す
ん
で
い
る
。）

1
（

そ
れ

と
と
も
に
家
族
や
地
域
社
会
に
お
い
て
担
保
さ
れ
て
き
た
、「
生
活
の
共

同
」
に
か
か
わ
る
「
互
酬
的
な
も
の
」
が
社
会
の
後
景
に
し
り
ぞ
い
て
い

る
。
そ
れ
に
代
わ
る
よ
う
に
し
て
社
会
の
前
景
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る

の
が
、
人
び
と
の
「
自
由
な
決
定
」、
す
な
わ
ち
「
自
由
化
」
を
高
々
に

う
た
い
あ
げ
る
生
活
領
域
の
「
市
場
化
」
で
あ
る
。
新
自
由
主
義
の
拡
が

り
は
、
こ
の
動
き
を
決
定
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
さ
て
以
上
の
よ
う
な

「
個
人
化
」
＝
「
自
由
化
」
＝
「
市
場
化
」
の
動
き
が
今
日
も
っ
と
も
顕

著
な
か
た
ち
で
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
、
葬
送
領
域
で
あ
る
。
い
ま

や
こ
の
領
域
は
祭
祀
の
承
継
を
至
上
の
も
の
と
し
て
き
た
日
本
型
近
代
家

族
の
崩
壊
と
相
ま
っ
て
、
そ
し
て
こ
れ
に
少
子
化
が
加
わ
っ
て
、
ま
さ
に

市
場
の
草
刈
り
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
原
発
事
故
被
災
地
の
一
つ
で
あ
る
大
熊
町
に

つ
い
て
い
う
と
、「
個
人
化
」
の
動
き
は
、
３
・
11
の
は
る
か
以
前
の
原

発
の
立
地
時
点
か
ら
す
で
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
詳

し
く
述
べ
た
が
（
吉
原
二
〇
一
三
）、
原
発
立
地
時
点
で
町
全
体
が
原
発

の
分
厚
い
受
益
体
制
に
組
み
込
ま
れ
「
個
人
化
」
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
３
・
11
以
前
の
葬
送
は
、
た
し
か
に
か
つ
て
の
よ
う
に

地
域
社
会
に
よ
っ
て
丸
ご
と
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
多
く
は
葬
儀

業
者
の
よ
う
な
民
間
企
業
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
な
お
も
地

域
の
人
び
と
や
勤
務
先
の
人
び
と
が
参
加
し
て
お
り
、「
互
酬
的
な
も
の
」

が
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
た
。
し
か
し
３
・
11
を
境
に
し
て
家
族
の
離
散

等
に
と
も
な
う
「
個
人
化
」
が
い
っ
そ
う
す
す
み
、「
自
由
化
」
と
と
も

に
葬
送
の
無
秩
序
化
が
拡
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
市
場
化
」
の
波
に
呑

吉
原
　
直
樹

原
発
事
故
被
災
地
に
お
け
る
墓
石
の
ゆ
ら
ぎ
と
多
様
化
す
る
葬
送
形
態

７
年
半
後
の
大
熊
町
か
ら
の
報
告
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み
込
ま
れ
る
一
方
で
、
葬
送
の
形
態
が
多
様
化
し
、
被
災
者
間
で
格
差
が

生
じ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
葬
送
の
「
個
人
化
」
＝
「
自
由
化
」
＝
「
市
場

化
」、
そ
し
て
格
差
の
拡
大
は
、
原
発
事
故
被
災
地
に
特
有
の
複
雑
な
か

た
ち
を
示
し
て
い
る
。「
戻
る
住
民
」、「
戻
ら
な
い
住
民
」、「
立
ち
止
ま

る
住
民
」
の
分
岐
に
応
じ
て
、
承
継
を
必
ず
し
も
前
提
と
し
な
い
墳
墓
に

対
す
る
意
識
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
共
同
で
お
墓
を
つ
く
る
「
共
同
化
」

や
墓
石
を
な
く
す
「
無
形
化
」
を
こ
こ
ろ
ざ
す
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
葬
送
の
多
様
化
／
分
散
化
を
希
求
す
る
声
が
立
ち
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
そ
う
し
た
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
葬
送
に
積
極
的
に
か
か

わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
行
政
に
た
い
す
る
新
た
な
要
望
と
か
期
待
な
ど
が
生

じ
て
い
る
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
葬
送
領
域
に
み
ら
れ
る
こ
う
し

た
一
連
の
動
向
が
大
熊
町
の
復
興
の
あ
り
か
た
に
深
い
影
を
お
と
す
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
近
年
、
上
述
の
葬
送
の
「
個
人
化
」
＝
「
自
由
化
」
＝

「
市
場
化
」、
そ
し
て
格
差
の
拡
大
と
と
も
に
よ
く
指
摘
さ
れ
る
の
は
、

「
人
間
の
尊
厳
性
」
を
担
保
し
た
葬
送
の
権
利
が
損
な
わ
れ
て
い
る
、
と

い
う
よ
り
は
そ
も
そ
も
未
確
立
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
森

二
〇
一
〇
）。
こ
の
点
は
、
大
熊
町
の
被
災
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
よ
り

重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
３
・
11
に
よ
っ
て
「
人
間

の
尊
厳
性
」
を
根
源
的
に
否
定
さ
れ
た
彼
／
彼
女
ら
に
と
っ
て
、
葬
送
の

「
自
由
化
」
の
な
か
で
「
人
間
の
尊
厳
性
」
を
担
保
し
た
葬
送
の
権
利
を

獲
得
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
自
立
・
再
生
へ
の
一
歩
を
し
る
し
、
ひ
い
て

は
復
興
へ
の
足
が
か
り
を
得
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
が
具
体
的
に
ど
う
あ
ら
わ
れ
、
そ
こ
か

ら
ど
の
よ
う
な
問
題
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
を
、
大
熊
町
を
事
例

に
し
て
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
中
心
と
な
る
の
は
、
現
に
複
雑
な
様

相
を
呈
し
て
い
る
葬
送
の
「
自
由
化
」
を
も
と
め
る
動
き
を
概
観
し
、
そ

こ
か
ら
自
ら
の
自
立
・
再
生
の
た
め
に
、
そ
し
て
復
興
に
向
け
て
ど
の
よ

う
な
市
民
的
ル
ー
ル
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
こ

と
で
あ
る
。

１　

大
熊
町
の
墓
地
の
布
置
状
況
と
再
編
計
画

　

大
熊
町
内
に
は
、
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
現
在
で
三
三
カ
所
の
公
営
墓

地
と
約
二
、一
六
七
基
の
墳
墓
が
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
個
人
墓
地
も
あ
る

が
、
そ
の
正
確
な
数
は
不
明
で
あ
る
。
表
１
に
よ
る
と
、
公
営
墓
地
の
管

理
者
は
区
長
二
八
、
代
表
者
二
、
大
熊
町
二
、
住
職
一
、
と
な
っ
て
お
り
、

全
体
の
八
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
行
政
区
の
管
理
と
な
っ
て
い
る
。
墓
地

分
布
状
況
は
、
表
１
お
よ
び
図
１
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
帰
還
困
難
区
域

二
八
、
居
住
制
限
区
域
四
、
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
一
、
と
な
っ
て
お

り
、
ほ
と
ん
ど
が
帰
還
困
難
区
域
内
に
あ
る
。
な
お
墳
墓
数
で
み
る
と
、

帰
還
困
難
区
域
一
、九
八
三
基
と
な
っ
て
お
り
、
実
に
全
体
の
九
一
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
。
し
か
も
帰
還
困
難
区
域
内
の
墳
墓
数
の
う
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表１　大熊町内墓地の概況

墓地名称 墳墓数 管理者 所在区域 墓地名称 墳墓数 管理者 所在区域
① 中屋敷公営墓地 1 区長 避難指示解除準備 ⑱ 小良浜公営墓地 52 区長 帰還困難
② 井戸神沢公営墓地 23 区長 帰還困難 ⑲ 小熊田公営墓地 48 区長 帰還困難
③ 砂出公営墓地 85 区長 帰還困難 ⑳ 遍照寺 11 住職 帰還困難（＊）
④ 下谷地公営墓地 136 区長 帰還困難 ㉑ 女迫公営墓地 52 区長 帰還困難（＊）
⑤ 南金谷公営墓地 112 区長 帰還困難 ㉒ 西原公営墓地 34 区長 帰還困難（＊）

⑥ 鈴内公営墓地 519 大熊町
/区長 帰還困難 ㉓ 北原第 1公営墓地 53 区長 帰還困難（＊）

⑦ 清水第２公営墓地 5 区長 帰還困難 ㉔ 北原第 2公営墓地 - 区長 帰還困難（＊）
⑧ 清水第 1公営墓地 13 区長 帰還困難 ㉕ 二枚橋公営墓地 72 代表者 帰還困難（＊）
⑨ 上総屋敷公営墓地 18 区長 居住制限 ㉖ 中谷地公営墓地 81 区長 帰還困難（＊）
⑩ 高田公営墓地 48 区長 居住制限 ㉗ 夫沢公営墓地 12 区長 帰還困難（＊）
⑪ 山神平公営墓地 46 区長 居住制限 ㉘ 下団子橋公営墓地 25 区長 帰還困難（＊）
⑫ 上平公営墓地 71 区長 居住制限 ㉙ 上団子公営墓地 68 区長 帰還困難（＊）
⑬ 中ノ内公営墓地 79 区長 帰還困難 ㉚ 棚和子公営墓地 25 区長 帰還困難（＊）
⑭ 紫蕨沢公営墓地 87 代表者 帰還困難 ㉛ 五郎四郎公営墓地 16 区長 帰還困難（高）
⑮ 行津公営墓地 45 区長 帰還困難 32 荒田公営墓地 32 区長 帰還困難（高）
⑯ 兎内公営墓地 73 区長 帰還困難 33 中央台公営墓地 119 大熊町 帰還困難（高）
⑰ 大塚平公営墓地 86 区長 帰還困難 合計 2,167

注）表中の（＊）は除染廃棄物中間貯蔵施設建設エリア、（高）は高線量エリアを指している。

出所）大熊町環境対策課内部資料より作成。

図 1　大熊町内の墓地分布状

11111

2222222

33333

44444
5555555

999999

88888

77777

666666

33333333333333333333333333
323232323232323232323232

3131313131313131
303030303030303030303030303030

2929292929292929292929292929 2828282828282828282828282828

27272727272727272727

26262626262626262626262626

23232323232323232323

2222222222222222222222
24242424242424242424

212121212121212121
2020202020202020202020202020

1717171717171717171717
191919191919191919191919191919

181818181818181818181818181818

16161616161616161616161616

1313131313131313131313

1414141414141414141414

15151515151515151515151515

252525252525252525252525

101010101010101010101010101010

111111111111111111
1212121212121212121212



　　16

ち
、
除
染
物
廃
棄
物
中
間
貯
蔵
施
設
建
設
エ
リ
ア
（
以
下
、
中
間
貯
蔵
施

設
建
設
エ
リ
ア
と
略
称
）
内
の
も
の
が
四
三
三
基
（
二
一
・
八
パ
ー
セ
ン

ト
）、
高
線
量
エ
リ
ア
内
の
も
の
が
一
六
七
基
（
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
と

な
っ
て
い
る
（
図
２
）。
そ
う
し
た
な
か
で
、
所
有
し
て
い
る
墓
地
が
帰

還
困
難
区
域
内
、
と
り
わ
け
中
間
貯
蔵
施
設
建
設
エ
リ
ア
や
高
線
量
エ
リ

ア
内
の
人
び
と
、
そ
し
て
遠
方
に
避
難
し
て
い
る
人
び
と
の
間
で
、
墳
墓

や
遺
骨
の
移
動
や
町
内
外
で
の
改
葬
の
動
き
が
高
ま
っ
て
い
る
。）

2
（

　

ち
な
み
に
、
町
が
二
〇
一
五
年
三
月
に
実
施
し
た
「
新
規
公
営
墓
地
の

建
設
に
関
す
る
意
向
調
査
」
結
果
に
よ
る
と
、「
新
規
の
町
営
墓
地
を
利

用
し
た
い
」
と
回
答
し
た
二
〇
六
人
（
全
回
答
者
五
九
七
人
）
の
う
ち
、

一
二
一
人
が
「
他
の
墓
地
か
ら
移
転
し
た
い
」
と
答
え
、
六
九
人
が
「
新

た
に
お
墓
を
建
て
た
い
」
と
答
え
て
い
る
（『
大
井
町
墓
地
基
本
計
画
』）。

こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
、
町
は
日
中
、
自
由
に
出
入
り
が
で
き
る
大
川

原
地
区
に
町
営
墓
地
を
建
設
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
。）

3
（

興
味
深
い
の
は
、

こ
う
し
た
新
た
な
墓
地
整
備
計
画
が
明
確
に
復
興
計
画
の
な
か
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
二
〇
一
五
年
三
月
策
定
の
『
大
熊

町
第
二
次
復
興
計
画
』
で
は
、「
町
民
生
活
支
援
」
と
「
町
土
復
興
」
を

二
本
柱
と
し
「
避
難
先
で
の
安
定
し
た
生
活
」
と
「
帰
町
を
選
択
で
き
る

環
境
づ
く
り
」
を
め
ざ
す
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し

て
新
た
な
町
営
墓
地
の
整
備
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
「
町
民
自
ら
が
‥
大
熊
町
内
に
実
際
に
足
を
運
ぶ
こ
と
」
に
な
り
、
ひ

い
て
は
「
復
興
の
進
捗
を
体
感
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
推
進
す
る
」
こ
と

避難指示
区域別

帰還困難
区域
状況別

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

居住制限
8.5％
（183）

帰還困難
91.5％
（1983）

避難指示
解除準備
0.05％
（1）

建設地域
21.8％
（433）

高線量
8.4％
（167）

帰還困難（その他）
69.8％
（1383）

図 2　所在区域別墳墓数
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に
な
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
町
営
墓
地
の
整
備
を
通
し
て
町
民
を
帰
町
へ
と
い
ざ
な
う
水

路
付
け
を
お
こ
な
い
た
い
と
い
う
町
当
局
の
意
図
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る

が
、
町
民
の
側
は
必
ず
し
も
町
の
意
向
通
り
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
先
の
意
向
調
査
に
よ
る
と
、
三
〇
九
人
が
「
新
規
の
町
営
墓
地
を

利
用
す
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
答
え
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
多
い
順

に
「
今
あ
る
墓
地
を
継
続
し
て
使
用
す
る
」（
一
四
三
人
）、「
決
め
か
ね

て
い
る
」（
一
二
〇
人
）、「
す
で
に
移
住
先
等
に
墓
を
求
め
た
、
ま
た
は

予
定
し
て
い
る
」（
七
五
人
）、「
墓
地
は
持
っ
て
い
な
い
」（
四
四
人
）
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
（『
大
井
町
墓
地
基
本
計
画
』）。
こ
の
点
に
つ
い
て
町

は
「
ど
の
よ
う
に
復
興
す
る
の
か
見
え
て
こ
な
い
た
め
」
と
指
摘
し
て
い

る
が
、
そ
こ
か
ら
は
帰
町
を
第
一
に
か
か
げ
る
復
興
計
画
に
あ
わ
せ
た
町

営
墓
地
の
整
備
が
、
町
民
に
は
必
ず
し
も
前
向
き
に
は
受
け
止
め
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
町
民
は
墓
を
ど
う
し
た
い
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

２　

被
災
者
と
墓
・
墓
参
り

　
　

―
10
人
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
記
録
か
ら
（
1
）

　

筆
者
は
、
上
記
の
課
題
設
定
を
受
け
て
、
二
〇
一
八
年
五
月
か
ら
七
月

に
か
け
て
、
大
熊
町
か
ら
の
避
難
者
か
ら
な
る
広
域
自
治
会
の
一
つ
で
あ

る
会
津
会
の
協
力
を
得
て
、
前
後
二
回
に
わ
た
っ
て
避
難
者
一
〇
人
に
た

い
し
て
避
難
元
の
墓
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
簡
単
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

し
た
。）

4
（

　

表
2
は
、
一
〇
人
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
対
象
者
の
属
性
を
み
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
年
齢
で
あ
る
が
、
七
〇
代
二
人
、
六
〇
代
七
人
、
五
〇
代
一
人
と

な
っ
て
い
る
。
学
歴
は
大
卒
（
中
退
）
一
人
、
短
大
卒
二
人
を
除
い
て
全

員
が
高
卒
で
あ
る
。
職
業
は
無
職
四
人
が
最
も
多
い
が
、
定
年
退
職
者
で

あ
る
か
原
発
事
故
に
よ
る
失
業
者
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
家

族
構
成
は
年
齢
か
ら
し
て
当
初
夫
婦
家
族
も
し
く
は
独
居
家
族
が
多
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
が
、
子
ど
も
と
の
同
居
家
族
が
七
人
と
な
っ
て

お
り
、
こ
の
部
分
が
圧
倒
的
に
多
い
。
墓
地
は
全
員
が
帰
還
困
難
区
域
内

に
あ
る
。
さ
て
過
去
一
年
間

の
墓
参
の
回
数
を
聞
い
て
み

た
と
こ
ろ
、
四
回
一
人
、
三

回
四
人
、
二
回
一
人
、
一
回

三
人
、
な
し
一
人
と
な
っ
て

お
り
、
お
盆
、
お
彼
岸
、
命

日
な
ど
に
墓
参
を
す
る
者
と
、

「
不
自
由
」
や
「
手
続
き
が
煩

瑣
」
な
ど
の
理
由
に
よ
り
墓

参
を
省
略
す
る
者
と
に
分
化

し
て
い
る
（
墓
参
り
の
状
況

写真 1　高線量下の墓参り
（2014 年 3 月、木幡仁氏提供）
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に
つ
い
て
は
、
写
真
1
参
照
）。
な
お
、
墓
参
に
関
連
し
て
町
が
す
す
め

る
一
時
帰
宅
制
度
（
準
備
宿
泊
）
を
利
用
し
た
か
ど
う
か
を
尋
ね
て
み
た

と
こ
ろ
、
明
確
に
「
利
用
し
た
」
と
答
え
た
人
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
墓
地

移
転
の
意
思
に
つ
い
て
は
、「
い
ま
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
な
い
」
と
す
る

者
が
全
体
の
半
数
に
お
よ
ん
で
い
る
が
、
す
で
に
町
外
に
移
し
て
い
る
者

二
人
（
い
ず
れ
も
会
津
若
松
市
に
移
築
）
を
含
め
て
四
人
が
移
転
を
ほ
の

め
か
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
前
者
の
非
移
転
派
に
そ
の
理
由
を
聞
い
て

み
た
と
こ
ろ
、
一
人
は
「
ほ
と
ん
ど
行
く
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
、
移
転

し
て
も
意
味
が
な
い
」（
②
）、
ま
た
一
人
は
「
本
当
は
移
転
し
た
い
の
だ

が
、
そ
れ
に
と
も
な
う
手
続
き
が
面
倒
だ
し
、
出
費
が
か
さ
な
る
の
で
当

面
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
」（
①
）
と
答
え
て
い
る
。

　

さ
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
以
上
の
属
性
に
か
か
わ
る
質
問
項
目
か
ら
、

さ
ら
に
共
通
の
質
問
項
目
と
し
て
、﹇
１
﹈「
墓
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ

る
か
」、﹇
２
﹈「
墓
に
つ
い
て
誰
か
他
の
人
と
相
談
し
た
こ
と
が
あ
る
か
」、

﹇
３
﹈「
原
発
事
故
は
墓
参
り
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る

か
」
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
。
ま
ず
﹇
１
﹈
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
人

を
除
い
て
九
人
が
「
先
祖
祭
祀
に
つ
な
が
る
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
「
単
純
に
墓
参
り
す
る
と
こ
ろ
」
と
答
え
た
人
は
四
人
、「
自
分

の
ル
ー
ツ
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
」、「
や
す
ら
ぎ
を
得
る
と
こ
ろ
」、「
不
安

感
を
解
消
す
る
と
こ
ろ
」
と
答
え
た
人
は
そ
れ
ぞ
れ
二
人
で
あ
っ
た
。
こ

こ
か
ら
は
祖
先
祭
祀
に
か
か
わ
る
道
徳
的
規
範
が
な
お
も
生
き
残
っ
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
同
時
に
墓
参
が
い
ま
や
情
緒
的
な
も
の
に
な

表 2　被災者 10 人の属性と墓参回数・墓地移転意思

性 年齢 学歴 職業 家族構成 墓地名称
過去１年
間の墓参
の回数

墓地移転
の意思

① 男 77 高卒 無職 妻・子⑴ 南金谷 3 無

② 女 69 短大卒 会社員 夫・姉・子⑵ 下谷地 1 無

③ 女 64 高卒 会社員 夫・母 兎内 2 移転済

④ 女 66 高卒 主婦 夫・子⑴ 中央台 0 移転済

⑤ 女 52 高卒 自営 父 鈴内 4 無

⑥ 男 69 高卒 無職 姉・妹 南金谷 3 無

⑦ 女 72 高卒 無職 夫・子⑵ 夫沢 1 有

⑧ 女 66 短大卒 保母 夫・義母・子⑵ 中央台 3 有

⑨ 男 67 大中退 農業 妻・子⑵ 井戸神沢 1 不明

⑩ 女 68 高卒 無職 夫・子⑵・孫⑴ 鈴内 3 無
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り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
う
か
が
い
し
れ
る
。
次
に
﹇
２
﹈
に
つ
い
て
み
る
と
、

「
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
人
も
「
な
い
」
と
答
え
て
い
る
人
も
同
数
の
五

人
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、「
あ
る
」
と
答
え
た
人
が
あ
げ
て
い
る
相
談

相
手
は
、「
連
れ
合
い
・
親
族
」（
三
人
）
や
「
知
人
」（
二
人
）
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
墓
の
あ
り
よ
う
が
身
近
の
と
こ
ろ
で
そ
れ
な
り
の
イ
ッ
シ
ュ
ー

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
イ
ッ
シ
ュ
ー
は

原
発
事
故
に
よ
っ
て
「
墓
参
り
を
す
る
の
が
困
難
に
な
っ
た
」
こ
と
と
関

連
し
て
い
る
。﹇
３
﹈
に
対
し
て
そ
う
答
え
た
者
が
八
人
に
の
ぼ
っ
て
い

る
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

し
か
し
筆
者
が
こ
こ
で
よ
り
注
目
し
た
い
の
は
、﹇
３
﹈
に
対
し
て
以

下
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

遠
く
に
避
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
し
か
に
墓
参
り
が
以
前
ほ
ど
簡
単

で
は
な
く
な
っ
た
が
、
も
っ
と
大
き
い
の
は
、
原
発
事
故
に
よ
っ
て
墓

お
よ
び
墓
参
り
に
対
す
る
考
え
方
が
根
本
的
に
変
わ
っ
た
こ
と
だ
。

３
・
11
ま
で
は
墓
は
「
自
明
の
も
の
」
で
あ
り
、
自
分
が
死
ん
だ
ら
当

然
そ
こ
に
入
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
何
の
わ
だ
か
ま

り
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
原
発
事
故
に
よ
っ
て
墓
か
ら
無
理
や
り
切
り

離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
に
と
っ
て
、
そ
し
て
家
族
に
と
っ
て

墓
は
一
体
何
な
ん
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
が
死
ん

だ
ら
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
と
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
墓

参
り
は
自
分
か
ら
子
ど
も
へ
、
そ
し
て
孫
へ
と
当
然
の
こ
と
と
し
て
引

き
継
が
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
事
故
、
そ
し
て
避
難
を
ど

う
と
ら
え
る
か
を
め
ぐ
っ
て
家
族
の
間
に
大
き
な
違
い
が
生
じ
、
も
は

や
子
ど
も
や
孫
に
墓
参
り
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
し
は
原
発
事
故
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
墓

が
自
分
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
こ
の
認
識
は
も
は
や
家
族
で
共
有
す
る
も
の
で
は
な
く

な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
で
原
発
事
故
の
影
響
の
大
き
さ
と
い
う
も

の
を
、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
痛
感
し
て
い
る
（
⑩
）。

　

こ
こ
で
は
、
原
発
事
故
が
単
に
「
墓
参
り
が
困
難
に
な
っ
た
」
と
い
う

こ
と
以
上
に
墓
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
が
赤

裸
々
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
原
発
事
故
が
も
た
ら
し
た
家
族
間
の

亀
裂
が
深
い
影
を
お
と
し
て
い
る
。
あ
り
て
い
に
い
う
と
、
原
発
事
故
に

よ
っ
て
遠
景
に
お
し
や
ら
れ
た
墓
お
よ
び
墓
参
り
を
問
い
返
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
近
景
と
し
て
の
家
族
の
あ
り
よ
う
が
み
え
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
の
発
言
を
受
け
て
、
あ
ら
た
め
て
一
〇
人
に
「
今
後
、
こ
ど

も
た
ち
、
孫
た
ち
に
墓
参
り
を
望
む
か
」
と
聞
い
て
み
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、「
こ
ど
も
た
ち
に
も
孫
た
ち
に
も
墓
参
り
を
し
て
ほ
し
い
」
と
答
え

た
の
は
三
人
、「
こ
ど
も
た
ち
に
は
墓
参
り
を
し
て
ほ
し
い
が
、
孫
た
ち

に
は
望
ま
な
い
」
と
答
え
た
の
は
二
人
で
あ
っ
た
。
他
方
、「
こ
ど
も
た

ち
に
も
孫
た
ち
に
も
望
ま
な
い
」
と
答
え
た
の
は
二
人
、「
自
分
の
代
で
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墓
参
り
は
終
わ
り
で
い
い
」
と
答
え
た
の
は
三
人
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
原
発
事
故
が
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
避
難
が
な
け
れ
ば
、
潜
在
的
に

は
進
ん
で
い
た
に
し
て
も
、
墓
参
り
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
分
岐
が
日
常

的
な
イ
ッ
シ
ュ
ー
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
点
で
、
以
下
の
発
言
は
注
目
さ
れ
る
。

原
発
事
故
は
二
度
と
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
原
発
事
故
に
よ
っ
て

事
故
以
前
か
ら
抱
え
て
い
た
わ
た
し
た
ち
の
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た

の
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。
わ
た
し
た
ち
が
先
送
り
し
て
き
た
も
の

が
、
避
難
に
よ
っ
て
家
族
が
ひ
き
さ
か
れ
る
な
か
で
目
の
前
に
つ
き
つ

け
ら
れ
た
。
以
前
は
た
か
が
墓
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
や
っ
ぱ
り

墓
な
ん
だ
よ
ね
（
⑧
）。

か
な
り
前
か
ら
若
い
人
た
ち
は
墓
に
行
き
た
が
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い

た
が
、
そ
れ
は
何
も
大
熊
町
に
特
有
の
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
原
発
事
故
が
起
き
、
故
郷
か
ら
無
理
や
り
引

き
離
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
原
発
事
故
の
非
人
道
性
と
と
も
に
墓
の
存
在

が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
は
い
っ
て

も
、
家
族
構
成
や
通
勤
、
通
学
の
あ
り
よ
う
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か

れ
て
い
る
状
況
に
よ
っ
て
墓
へ
の
距
離
の
と
り
方
が
微
妙
に
違
っ
て
き

て
い
る
（
④
）。

３　

被
災
者
と
分
化
す
る
葬
送
意
識

　
　

―
10
人
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
記
録
か
ら
（
２
）

　

以
上
よ
り
、
い
ま
大
熊
町
の
被
災
者
の
間
で
、
墓
の
あ
り
か
た
が
か
っ

て
な
い
ほ
ど
大
き
な
イ
ッ
シ
ュ
ー
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
と

ら
え
か
た
が
か
な
り
分
岐
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
ど
う
と

ら
え
る
に
せ
よ
、
中
間
貯
蔵
施
設
建
設
エ
リ
ア
や
高
線
量
エ
リ
ア
内
の
墓

地
／
墓
石
の
移
転
／
改
築
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
移
転
／
改
築
は
、
た
と
え
ば
埋
葬
／
納
骨
さ
れ

て
い
る
遺
骨
が
放
射
能
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
た
め
除
染
が
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
一
つ
取
っ
て
み
て
も
、）

5
（

け
っ
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
け
っ

き
ょ
く
、
大
熊
町
が
前
面
に
た
っ
て
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
お
り
、

あ
ら
た
な
公
営
墓
地
の
整
備
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
整
備
事
業

は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
町
民
の
帰
町
を
前
提
と
し
た

復
興
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、「
戻
る
住
民
」、「
戻
ら
な
い

住
民
」、「
立
ち
止
ま
る
住
民
」
に
分
か
れ
て
い
る
被
災
者
の
、
み
て
き
た

よ
う
な
多
様
な
墓
の
あ
り
よ
う
を
も
と
め
る
意
向
／
考
え
方
に
必
ず
し
も

沿
う
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
問
題
を
よ
り
複
雑
に
し
て
い
る

の
は
、
被
災
者
の
意
識
が
単
な
る
墓
の
あ
り
よ
う
を
超
え
て
、
ま
さ
に
葬

送
を
め
ぐ
る
次
元
で
複
雑
な
分
化
を
み
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
の
10

人
に
あ
ら
た
め
て
聞
い
て
み
た
。
驚
い
た
こ
と
に
、「
い
ま
の
ま
ま
墓
石

が
続
く
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
人
は
皆
無
で
あ
る
。
代
わ
っ
て
次
の
よ
う
な
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意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

葬
儀
を
業
者
に
お
願
い
す
る
と
お
金
が
か
か
る
。
だ
か
ら
、
直
葬
が
増

え
て
い
る
の
も
わ
か
る
。
し
か
し
家
族
に
負
担
は
か
け
ら
れ
な
い
。
い

ろ
い
ろ
考
え
る
と
、
散
骨
し
か
な
い
。
墓
守
も
管
理
も
い
ら
な
い
か
ら
。

夫
は
別
の
考
え
を
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
私
は
夫
の
実
家
の
墓
に
は

入
り
た
く
な
い
。
娘
に
も
そ
う
い
っ
て
い
る
（
③
）。

わ
た
し
は
死
ぬ
と
自
然
に
還
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
生
前

に
こ
の
樹
木
と
決
め
て
、
そ
の
下
に
粉
骨
の
一
部
を
埋
め
る
の
も
い
い

か
な
と
思
う
。
樹
木
葬
だ
と
合
祀
が
基
本
に
な
る
か
ら
、
家
的
な
も
の

の
拘
束
か
ら
自
由
だ
し
、
ま
わ
り
の
も
の
を
し
ば
り
つ
け
る
こ
と
も
な

い
と
思
う
（
⑤
）。

　

明
ら
か
に
、
散
骨
お
よ
び
樹
木
葬
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
こ
う
し
た
散
骨
派
、
樹
木
葬
派
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
異
論
が

出
さ
れ
て
い
る
。

散
骨
と
か
樹
木
葬
な
ど
は
、
地
域
に
迷
惑
を
か
け
る
も
の
だ
と
思
う
。

自
然
や
環
境
に
や
さ
し
い
と
言
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
地
域

の
人
び
と
の
感
情
を
無
視
し
て
い
る
。
テ
レ
ビ
な
ど
で
は
、
散
骨
や
樹

木
葬
に
よ
っ
て
地
域
の
生
態
系
が
お
か
し
く
な
っ
て
い
る
と
報
道
し
て

い
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
わ
た
し
の
よ
う
に
先

祖
代
々
大
熊
町
に
住
ん
で
い
る
者
か
ら
す
る
と
、
墓
と
そ
れ
を
と
り
ま

く
風
景
は
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
壊
さ
れ
る
の
は
許
し
が
た
い
。

散
骨
や
樹
木
葬
だ
と
、
死
者
の
魂
が
浮
遊
し
、
落
ち
着
か
な
い
よ
う
な

気
が
し
て
な
ら
な
い
（
⑩
）。

　

も
っ
と
も
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
意
見
を
耳
に
す
る
と
、
墓
石
は
い
ま

の
ま
ま
で
は
続
か
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
墓
石
そ
の

も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

自
分
の
ま
わ
り
を
み
て
い
て
も
、
墓
守
を
確
保
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し

い
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
地
域
か
ら
出
て
き
た
以
上
、
自
分
た
ち
の
先

祖
の
こ
と
は
知
ら
な
い
と
つ
き
は
な
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
昔
の
家
の

考
え
方
か
ら
す
る
と
お
か
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
地
域
で
み
ん
な

が
一
緒
に
な
っ
て
先
祖
を
供
養
す
る
共
同
墓
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て

も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
⑦
）。

　

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
共
同
墓
は
皆
で
合
祀
す
る
墓
を
前
提
と
し
て
い

る
が
、
あ
る
意
味
で
永
代
供
養
墓
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、）

6
（

そ
れ
に
つ

い
て
は
四
人
が
ほ
ぼ
同
じ
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
葬

送
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
一
〇
人
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
町
当
局
が
打
ち
出
し
て
い
る
公
営
墓
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地
の
整
備
計
画
は
十
分
に
配
慮
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ち
な
み
に
、
整
備
計
画
で
は
、
大
川
原
地
区
に
あ
ら
た
に
設
置
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
公
営
墓
地
に
つ
い
て
、
現
在
唯
一
の
町
営
墓
地
で

あ
る
中
央
台
霊
園）

7
（

に
準
拠
し
て
、
管
理
料
が
支
払
わ
れ
な
く
な
っ
た
時
点

で
無
縁
墳
墓
と
み
な
す
と
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
対
応
だ
け
で
、
上
述

の
よ
う
な
多
様
化
す
る
葬
送
の
意
識
に
向
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

―「
人
間
の
尊
厳
性
」
を
も
と
め
る
葬
送
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
確
立
に
向

け
て

　

あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
大
熊
町
の
被
災
者
は
原
発
事

故
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
維
持
し
て
き
た
「
生
活
の
共
同
」
の
枠
組
み
と
そ

の
基
底
に
あ
る
「
人
間
の
尊
厳
性
」
を
根
底
か
ら
否
定
さ
れ
た
。
こ
う
し

た
生
の
剥
奪
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
倣
っ
て
い
う
と
死
の
剥
奪
に
も
通
じ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
被
災
者
を
墓
か
ら
切
り
離
し
た
こ
と
は
、
死
者
を
市
民
と

し
て
大
地
に
還
す
こ
と
を
主
張
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
被

災
者
か
ら
「
市
民
と
し
て
の
埋
葬
の
権
利
」
を
奪
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

基
層
に
あ
る
「
人
間
の
尊
厳
性
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。「
は

じ
め
に
」
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
埋
葬
に
埋
め
込
ま
れ
た
「
人
間
の
尊
厳

性
」
を
取
り
も
ど
す
こ
と
は
、
い
ま
や
葬
送
領
域
に
お
け
る
喫
緊
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
課
題
の
困
難
性
は
、「
人
間
の
尊
厳
性
」
の
回

復
を
い
わ
ゆ
る
葬
送
の
「
個
人
化
」
＝
「
自
由
化
」
＝
「
市
場
化
」
の
た

だ
中
か
ら
追
求
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

そ
の
点
で
は
、
現
に
葬
送
の
「
個
人
化
」
＝
「
自
由
化
」
を
め
ざ
す
動

き
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
そ

う
し
た
動
き
が
全
面
的
に
「
市
場
化
」）

8
（

に
回
収
さ
れ
な
い
道
を
さ
ぐ
る
必

要
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
大
熊
町
で
は
、
み
て
き
た
よ
う
に
町
民
の
間
で

散
骨
や
樹
木
葬
を
模
索
す
る
動
き
は
確
実
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、

い
ま
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
従
来
の
葬
送
シ
ス
テ
ム
を
全
面
的
に
取
っ
て
か
わ

る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
し
、
市
場
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
掲
の
『
大
熊
町
墓
地
基
本
計

画
』
で
は
、「
ふ
る
さ
と
き
ず
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」）

9
（

を
持
ち
出
し
て
「
町

民
自
ら
が
町
の
復
興
に
携
わ
」
る
ま
ち
づ
く
り
と
の
関
連
を
強
調
し
て
い

る
。
以
下
の
主
張
は
、
こ
の
線
に
沿
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

大
熊
町
内
の
墓
地
は
、
も
は
や
親
戚
一
同
が
大
挙
し
て
墓
参
す
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
し
、
個
人
で
思
い
つ
い
た
と
き
に
自
由
に
お
参
り
で

き
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で
と
は
根
本
的
に

異
な
る
、
必
ず
し
も
墓
参
を
前
提
と
し
な
い
先
祖
と
つ
な
が
っ
て
い
く

方
法
や
様
式
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
方
法
や

様
式
と
し
て
都
会
で
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ

が
﹇
＊
散
骨
や
樹
木
葬
の
こ
と
﹈、
大
熊
町
で
は
ま
ず
何
よ
り
も
自
由
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に
行
き
来
で
き
る
環
境
づ
く
り
と
、
先
祖
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
に
多

様
な
方
法
や
様
式
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
を
つ
く

り
だ
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
⑨
）。

　

こ
の
多
様
な
方
法
や
様
式
に
か
か
わ
っ
て
筆
者
が
指
摘
し
た
い
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
葬
送
ガ
ナ
バ
ン
ス
」
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
で

あ
る
。
管
見
に
よ
る
と
、
葬
送
の
「
個
人
化
」
＝
「
自
由
化
」
＝
「
市
場

化
」
が
す
す
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
は
、「
葬
送
す
る
者
」
と
「
葬
送
さ
れ

る
者
」
と
の
間
で
深
刻
な
社
会
的
対
立
や
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
（
す
で
に
、

②
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
）。
ま
た
そ
の
た
め
に
、
散
骨

や
樹
木
葬
を
受
け
入
れ
る
地
域
の
自
治
体
で
は
規
制
条
例
を
設
け
る
と
こ

ろ
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
大
熊
町
の
場
合
、
こ
う
し
た
二
元
対
立
は
い
ま

の
と
こ
ろ
起
き
て
い
な
い
が
、
原
発
事
故
被
災
地
ゆ
え
の
屈
曲
し
た
齟
齬

が
人
び
と
の
間
で
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
放
置
し
て
お
く
と
、
葬
送
領
域

に
お
け
る
格
差
の
拡
大
を
も
た
ら
し
、
住
民
主
導
の
、
筆
者
の
い
う
「
小

文
字
の
復
興
」）
10
（

は
ま
す
ま
す
遠
の
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
事
態
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
、「
葬
送
の
自
由
」
以
前
に

「
人
間
の
尊
厳
性
」
を
確
保
す
る
た
め
の
ミ
ニ
マ
ム
な
要
件
と
し
て
「
市

民
と
し
て
葬
送
さ
れ
る
権
利
」
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、

先
に
言
及
し
た
、
原
発
事
故
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
「
生
活
の
共
同
」
の

枠
組
み
の
回
復
を
前
提
と
し
て
確
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
被
災

者
に
与
え
ら
れ
た
、
メ
ッ
ザ
ー
ド
ラ
の
い
う
「
逃
走
の
権
利
」
に
近
い
も

の
で
あ
る
（M
ezzadra 

2006=

二
〇
一
五
）。
そ
れ
は
筆
者
な
り
に
解

釈
す
る
と
、
ひ
び
わ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
同
化
さ
れ
る
こ
と
か
ら

逃
げ
る
権
利
、
つ
ま
り
移
動
し
な
が
ら
成
り
立
つ
、
外
に
開
か
れ
た
「
住

ま
う
こ
と
へ
の
権
利
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
権
利
が
上
述
の
「
市
民
と

し
て
葬
送
さ
れ
る
権
利
」
を
に
な
い
、
さ
さ
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
最
後
に
、
こ
う
し
た
「
市
民
と
し
て
葬
送
さ
れ
る
権
利
」
＝
「
権

利
と
し
て
の
葬
送
」
の
確
立
途
上
に
お
い
て
想
到
さ
れ
る
「
葬
送
ガ
バ
ナ

ン
ス
」
に
つ
い
て
約
言
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
一
言
で
い
う
と
、
大
き
く

は
「
個
人
化
」
が
も
た
ら
す
社
会
的
格
差
と
対
立
と
い
う
文
脈
で
、
そ
し

て
よ
り
大
熊
町
に
即
し
て
い
う
と
原
発
事
故
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
「
生

活
の
共
同
」
の
枠
組
み
の
回
復
と
「
小
文
字
の
復
興
」
の
追
求
の
文
脈
で
、

地
域
を
構
成
す
る
諸
主
体
（
ス
テ
ー
ク
・
ホ
ル
ダ
ー
）
が
葬
送
を
め
ぐ
っ

て
せ
め
ぎ
合
い
、
共
振
し
な
が
ら
つ
く
り
だ
す
協
治
態
の
こ
と
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
葬
送
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
大
熊
町
で
は
未
完
の

形
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

同
時
に
、
本
稿
で
は
、「
人
間
の
尊
厳
性
」
を
担
保
し
た
「
市
民
と
し

て
葬
送
さ
れ
る
権
利
」
＝
「
権
利
と
し
て
の
葬
送
」
が
成
立
す
る
た
め
の

要
件
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
葬
送
の
「
市
場
化
」
を
前
提
と
し
、
追

認
す
る
葬
送
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
、
市
民
的
ル
ー
ル
に
も
と
づ
い
た
葬
送
パ

ラ
ダ
イ
ム
へ
の
転
換
を
め
ざ
し
た
が
、
そ
れ
は
未
遂
の
課
題
と
し
て
残
っ

た
。
い
ず
れ
時
機
を
み
て
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。
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注（
１
）
こ
こ
で
い
う
「
個
人
化
」
は
ベ
ッ
ク
が
『
リ
ス
ク
社
会
』
で
用
い
て

い
る
語
法
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
鈴
木
宗
徳
と
伊
藤
美
登

里
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

　

個
人
に
よ
る
自
己
選
択
の
余
地
が
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
ラ
イ
フ

コ
ー
ス
が
脱
標
準
化
し
、
失
業
や
離
婚
な
ど
人
生
上
の
リ
ス
ク
を
個
人

が
処
理
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
、
一
連
の
現
象
（
鈴
木
・

伊
藤　

二
〇
一
一:

ⅵ
）。

（
２
）
な
お
、
移
動
に
際
し
、
東
電
か
ら
お
墓
の
補
償
（
墓
石
代
、
供
養
代
、

手
間
賃
等
）
と
し
て
最
大
限
一
五
〇
万
円
、
国
か
ら
東
電
補
償
の
倍
額

以
上
の
金
額
が
そ
れ
ぞ
れ
、
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
大
川
原
地
区
は
、
大
熊
町
が
復
興
の
拠
点
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
に
も
と
づ
い
て
、
多
額
の
復

興
資
金
を
つ
ぎ
こ
ん
で
新
産
業
の
集
積
基
地
化
を
め
ざ
し
て
い
る
。
大

熊
町
で
は
、
二
〇
一
九
年
四
月
に
帰
町
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

新
庁
舎
は
こ
こ
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
で
新

し
い
公
営
墓
地
が
こ
こ
に
開
設
さ
れ
る
の
は
、
け
っ
し
て
偶
然
の
一
致

で
は
な
い
。

（
４
）
会
津
会
の
山
本
三
起
子
氏
の
助
力
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
な
お
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
の
日
時
を
正
確
に
記
す
と
、
第
一
回
目
は
五
月
二
五
日
正

午
〜
午
後
二
時
、
第
二
回
目
は
七
月
二
〇
日
午
後
二
時
〜
四
時
、
で

あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
大
熊
町
会
津
若
松
出
張
所
内
の
「
が
っ
ば
っ

ぺ
！
大
熊
」
の
活
動
場
所
で
実
施
さ
れ
た
。

（
５
）
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
遺
骨
の
放
射
能
汚
染
の
問
題
は
、
ニ
ュ
ー
ス
と
し

て
大
々
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
（
た
と
え
ば
、
二
〇
一
八
年
四
月
二
一

日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
で
放
映
）。
一
つ
に
は
、
被
災
者
が
移
転
先
の

墓
地
で
放
射
能
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
遺
骨
の
埋
葬
・
納

骨
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と
が
メ
デ
ィ
ア
の
関
心
を
惹
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、

こ
と
が
ら
は
す
ぐ
れ
て
「
死
者
の
尊
厳
性
」
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て

あ
る
と
い
え
る
。

　

ち
な
み
に
、
大
熊
町
で
は
、
新
規
町
営
墓
地
へ
の
墓
石
の
移
設
に
あ

た
っ
て
、「
放
射
性
物
質
に
よ
る
表
面
汚
染
が
、
墓
石
の
表
面
で

一
三
、〇
〇
〇cpm

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
が
条
件
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
（
大
熊
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）。

（
６
）
な
お
、
永
代
供
養
墓
は
、
現
実
に
は
合
葬
式
共
同
墓
と
重
な
る
場
合

が
多
い
が
、
近
年
は
樹
木
葬
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
場
合
も
増
え
て

い
る
。

（
７
）
町
内
で
一
番
整
備
さ
れ
て
い
る
霊
園
で
あ
る
が
、
高
線
量
エ
リ
ア
に

あ
る
た
め
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
表
１
参
照
）。
大
川
原
地

区
西
原
地
内
に
開
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
町
営
墓
地
は
、
こ
の
霊
園
の

管
理
シ
ス
テ
ム
（
町
が
委
嘱
し
た
管
理
者
が
清
掃
お
よ
び
除
草
を
お
こ

な
う
シ
ス
テ
ム
）
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
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（
８
）
近
年
、
こ
の
動
き
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
ゆ
き
す
ぎ

た
私
的
追
求
が
葬
送
領
域
の
無
秩
序
化
を
ま
ね
き
、「
死
者
の
尊
厳
性
」

を
損
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
制
度

的
未
整
備
の
欠
も
指
摘
さ
れ
、
公
の
介
入
を
の
ぞ
む
声
が
強
ま
っ
て
い

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
葬
送
領
域
が
新
自
由
主
義
に
席
捲
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
否
め
な
い
。

（
９
）
も
と
も
と
、
帰
還
政
策
の
一
環
と
し
て
、
行
政
区
の
再
編
を
ね
ら
っ

て
う
ち
た
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
行
政
区
長
の
権
限
が
強
い
た
め

に
「
き
ず
な
」
が
き
わ
め
て
道
具
主
義
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ

る
。
そ
の
た
め
、
被
災
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
「
使
い
勝
手
が
悪
く
」（
Ｋ

区
長
）
拡
が
り
を
欠
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
吉
原
（
二
〇
一
七
ｂ
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

（
10
）
大
沢
真
理
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
「
創
造
的
復
興
」
と
い

う
名
の
下
で
展
開
さ
れ
て
い
る
復
興
施
策
は
「
日
本
再
生
」
の
よ
う
な

大
き
な
テ
ー
マ
と
む
す
び
つ
い
て
お
り
、
被
災
者
の
生
活
復
旧
／
復
興

に
直
接
つ
な
が
ら
な
い
「
大
文
字
の
復
興
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
大

沢　

二
〇
一
三
）。
筆
者
は
大
沢
の
こ
う
し
た
指
摘
を
受
け
て
、
被
災
地

の
人
び
と
の
「
生
活
の
共
同
」
の
復
活
を
第
一
義
的
に
か
か
げ
る
復
興

を
「
小
文
字
の
復
興
」
と
呼
ん
で
い
る
（
吉
原　

二
〇
一
七
ｂ
）。
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再
校
に
際
し
て　

本
稿
執
筆
後
、
三
十
年
中
間
貯
蔵
施
設
地
権
者
会
の
門

馬
好
春
氏
よ
り
、
中
間
貯
蔵
施
設
建
設
エ
リ
ア
内
の
墓
石
お
よ
び
墓
地
の

移
転
・
移
築
状
況
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
を
受
け
た
。
本
来
な
ら
、
そ
こ

で
得
た
知
見
を
本
稿
に
盛
り
込
む
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
執
筆
時
期
と
の
関

連
で
本
稿
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
時
機
を
み
て
詳

し
く
述
べ
た
い
と
考
え
て
い
る
。


