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共
有
さ
れ
る
思
い
出
が
あ
っ
て
こ
そ
だ
か
ら

お
墓
は
い
ら
な
い
私
が
願
う
こ
と

結
婚
の
と
き
は
一
緒
で
も
、お
墓
に
入
る
と
き
は
一
緒
で
は
な
い
。

ゆ
え
に
、夫
婦
の
間
に
横
た
わ
る
お
墓
の
問
題
は
と
て
も
複
雑
だ
。

既
婚
、非
婚
を
問
わ
ず
、女
性
に
お
墓
は
ど
ん
な
悩
み
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
。

女
性
と
家
族
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
上
野
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。
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墓
は
家
意
識
の
指
標

私
た
ち
社
会
学
の
分
野
で
は
、
お
墓
を

人
々
の
家
意
識
を
測
る
た
め
の
ひ
と
つ
の

指
標
と
見
て
い
ま
す
。
と
く
に
家
族
社
会

学
で
は
、
新
し
く
核
家
族
を
作
っ
た
人
た

ち
が
家
意
識
か
ら
ど
の
程
度
自
由
に
な
っ

た
か
を
検
証
す
る
う
え
で
、
墓
は
有
効
な

検
証
対
象
と
な
る
。
戦
後
に
核
家
族
世
帯

の
急
増
期
が
来
て
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら

七
〇
年
代
に
か
け
て
住
宅
建
設
ブ
ー
ム
が

起
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
墓

地
の
大
造
成
ブ
ー
ム
が
起
き
ま
し
た
。
墓

地
ブ
ー
ム
は
「
日
本
で
は
形
の
う
え
で
は

核
家
族
化
が
起
き
た
が
、
ど
う
や
ら
、
頭

の
中
で
は
旧
来
の
家
意
識
の
ま
ま
だ
」
と

い
う
こ
と
を
測
る
指
標
と
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
お
墓
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
家

の
墓
、
い
わ
ゆ
る
先
祖
代
々
の
墓
の
歴
史

は
と
て
も
新
し
く
、
せ
い
ぜ
い
幕
末
か
ら

明
治
に
か
け
て
始
ま
っ
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
理
事
長
で
、
東

洋
大
学
准
教
授
で
も
あ
る
井
上
治
代
さ
ん

に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
村
落
共
同
体
が

分
解
し
て
家
格
の
違
い
が
拡
大
し
て
い
く

過
程
で
登
場
し
た
の
が
「
先
祖
代
々
」
の

墓
。
そ
れ
ま
で
は
卒
塔
婆
を
立
て
た
だ
け

の
個
人
の
墓
、
も
し
く
は
共
同
墓
が
主
流
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で
、
個
々
の
家
族
が
家
墓
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
庶
民
の
中
に
「
家
」
の
観

念
が
広
が
っ
て
家
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が

出
て
き
て
か
ら
の
こ
と
。
幕
末
以
降
の
も

の
な
ん
で
す
ね
。

住
宅
ブ
ー
ム
に
引
き
続
い
て
墓
地
ブ
ー

ム
が
起
き
た
の
は
、
次
男
以
下
の
人
た
ち

が
都
会
に
出
て
き
た
こ
と
が
要
因
で
す
。

都
会
で
新
し
く
核
家
族
を
作
っ
た
次
、
三

男
坊
た
ち
、
そ
の
妻
に
し
て
み
た
ら
舅
や

姑
が
い
な
く
て
ラ
ッ
キ
ー
と
い
う
核
家
族

の
世
帯
主
た
ち
が
、
自
分
た
ち
を
「
創
設

分
家
第
一
代
」
と
見
な
し
た
た
め
に
墓
地

需
要
が
増
え
た
わ
け
で
す
。

家
を
出
て
自
分
た
ち
だ
け
の
世
帯
を
も

っ
た
身
と
し
て
は
、
死
ん
で
か
ら
長
男
の

家
の
墓
に
入
る
の
は
男
の
名
折
れ
。
何
が

何
で
も
創
設
分
家
初
代
の
意
地
で
墓
を
作

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
か
ら
こ

そ
、
家
墓
の
需
要
が
増
え
た
の
で
し
ょ
う
。

自
分
の
子
ど
も
た
ち
に
は
墓
守
の
役
割
を

期
待
し
て
。
団
地
ブ
ー
ム
に
次
い
で
墓
地

ブ
ー
ム
が
起
き
、
大
都
市
郊
外
で
は
大
規

模
な
墓
地
造
成
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
時
期
、
お
墓
の
ニ
ュ
ー
タ
イ
プ
が

次
々
と
考
案
さ
れ
、
ロ
ッ
カ
ー
式
の
墓
と

い
っ
た
も
の
ま
で
考
え
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま
で
い
っ
た
ら
住
宅
不
足
の
次
は

墓
地
不
足
の
時
代
に
な
る
と
言
わ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
後
、
少
子
化
が
始
ま
り
、
心

配
は
杞
憂
に
終
わ
り
ま
し
た
。

八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、

樋
口
恵
子
さ
ん
が
注
目
す
べ
き
発
言
を
し

ま
し
た
。「
時
代
は
も
う
墓
の
統
廃
合
時

代
に
入
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す

ね
。
じ
つ
に
先
見
の
明
を
お
持
ち
だ
っ
た

な
と
思
い
ま
す
。
少
子
化
時
代
は
長
男
長

女
の
時
代
。
長
男
長
女
や
一
人
っ
子
ど
う

し
が
結
婚
す
れ
ば
、
墓
を
ふ
た
つ
以
上
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
非
婚

化
も
増
え
て
お
り
、
子
ど
も
を
産
ん
で
も

そ
の
子
ど
も
が
孫
を
産
ん
で
く
れ
る
と
は

か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
樋
口
さ
ん
が
予
言
さ
れ

た
と
お
り
、
い
ま
は
墓
守
の
な
い
墓
は
ど

ん
ど
ん
増
え
て
い
く
一
方
で
、
墓
の
統
廃

合
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

代
に
な
り
ま
し
た
。

女
性
が
密
か
に
望
む
「
死
後
離
婚
」
⁉

六
〇
年
代
に
急
激
に
増
加
し
た
核
家
族

の
世
帯
主
は
、
次
、
三
男
以
下
の
人
た
ち

で
し
た
か
ら
、
実
家
の
先
祖
代
々
の
墓
に

つ
い
て
墓
守
の
負
担
を
持
つ
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
負
担
し
な
か
っ
た
分
、

墓
守
を
す
る
と
は
、
ど
ん
な
こ
と
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

半
面
、
創
設
分
家
意
識
は
強
か
っ
た
。

い
ま
だ
に
お
墓
に
関
し
て
家
意
識
が
根
強

く
残
っ
て
い
る
の
も
、
男
の
面
子
と
い
う

か
、
家
を
成
し
た
か
ら
に
は
尾
羽
打
ち
枯

ら
し
て
長
男
の
墓
に
入
る
の
は
男
社
会
で

は
敗
者
、
と
い
う
意
識
が
残
っ
て
い
る
か

ら
で
し
ょ
う
ね
。

だ
か
ら
核
家
族
を
作
っ
た
世
代
が
、
墓

守
の
実
感
が
な
い
ま
ま
今
度
は
自
分
の
子

ど
も
た
ち
に
「
こ
の
墓
を
守
っ
て
く
れ
」

と
言
い
出
し
て
い
ま
す
。
で
も
守
る
べ
き

子
ど
も
の
世
代
が
一
人
っ
子
だ
っ
た
り
非

婚
の
ま
ま
だ
と
、
頑
張
っ
て
家
の
墓
を
作

っ
た
と
こ
ろ
で
後
に
続
く
墓
守
が
い
な
い
。

新
し
く
家
の
墓
を
作
っ
て
も
一
代
か
二
代

で
墓
守
は
い
な
く
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

墓
守
を
望
も
う
に
も
子
ど
も
の
数
が
少

な
く
、
し
か
も
そ
の
子
た
ち
が
非
婚
世
代

に
入
っ
て
い
ま
す
。
墓
守
を
望
ま
れ
て
い

る
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
家
の
墓

は
重
荷
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
い
ま

で
も
墓
地
の
広
告
を
目
に
し
ま
す
が
、
少

子
化
時
代
に
入
っ
た
現
在
は
、
墓
地
ブ
ー

ム
も
案
外
早
く
収
束
し
た
と
い
え
る
で
し

ょ
う
。

ま
た
、
夫
は
張
り
切
っ
て
創
設
分
家
の

つ
も
り
で
墓
を
作
っ
た
け
れ
ど
、
妻
の
側

の
お
墓
に
対
す
る
意
識
は
複
雑
で
す
。
女

性
の
ほ
う
が
平
均
寿
命
は
長
い
で
す
し
、

結
婚
し
て
も
し
て
い
な
く
て
も
多
く
の
女

性
が
最
後
は
〝
お
ひ
と
り
さ
ま
〞
に
な
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
夫
の
家
の
墓
に
入
り

た
く
な
い
と
考
え
る
人
も
当
然
出
て
き
ま

す
。関

西
で
お
墓
の
研
究
を
し
た
森
綾
子
さ

ん
が
、
既
婚
女
性
を
対
象
に
「
ど
こ
の
墓

に
入
り
た
い
か
」
の
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、

夫
の
墓
に
入
り
た
く
な
い
、
入
る
な
ら
実

家
の
墓
が
い
い
、
別
の
墓
を
用
意
し
て
入

り
た
い
と
回
答
し
た
女
性
が
結
構
い
て
、

こ
れ
を
「
死
後
離
婚
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。

ま
し
て
や
い
ま
は
夫
婦
関
係
が
不
安
定

に
な
っ
て
い
て
、
結
婚
は
一
生
も
の
で
は

な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
離
婚
や
再
婚

も
増
え
て
い
ま
す
し
、
家
庭
内
離
婚
状
態

の
方
も
い
ま
す
。

た
と
え
ば
死
別
で
再
婚
し
た
女
性
に
は

「
夫
の
前
妻
が
眠
っ
て
い
る
お
墓
に
は
入

り
た
く
な
い
」
と
考
え
る
人
も
い
る
で
し

ょ
う
し
、
嫁
姑
の
関
係
が
悪
け
れ
ば
、

「
あ
の
お
姑
さ
ん
と
一
緒
の
墓
は
絶
対
に

嫌
だ
」
と
い
う
人
も
い
る
。「
嫁
い
だ
ら

婚
家
が
自
分
の
死
に
場
所
」
と
考
え
る
女

性
は
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

家
族
制
度
は
日
本
の
文
化
伝
統
と
い
う

け
れ
ど
、
私
た
ち
家
族
社
会
学
者
の
目
に

は
、
家
族
の
あ
り
方
は
時
代
と
と
も
に
コ

ロ
コ
ロ
変
わ
っ
て
い
く
も
の
に
映
り
ま
す
。

家
族
は
も
と
よ
り
夫
婦
関
係
も
、
女
性
の

意
識
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
も
変
わ
っ
て
き

て
い
る
。
家
の
墓
が
あ
っ
て
も
入
り
た
く

な
い
「
死
後
離
婚
」
を
希
望
す
る
人
や
、

非
婚
シ
ン
グ
ル
を
選
択
す
る
女
性
な
ど
、

ひ
と
昔
前
と
は
女
性
の
意
識
は
随
分
と
違

っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
も
あ
っ
て
か
最
近
は
、
従
来
の
家

や
家
族
の
意
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
個
人
墓

や
集
合
墓
も
増
え
て
、
お
墓
の
メ
ニ
ュ
ー

は
随
分
と
広
が
り
ま
し
た
。




