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作
者
、
長
谷
川
町
子
の
お
墓
も
あ
り
ま
す
。

長
谷
川
町
子
は
日
本
の
女
性
漫
画
家
第
一

号
で
あ
り
、
田
河
水
泡
の
弟
子
で
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
で
、
田
河
水
泡
の
お
墓
を
見

つ
け
た
と
き
は
、「
そ
う
い
え
ば
正
門
前

に
延
び
る
広
い
通
り
に
面
し
た
と
こ
ろ
に

長
谷
川
町
子
の
お
墓
も
あ
っ
た
な
。
師
匠

と
弟
子
が
、
い
ま
、
同
じ
霊
園
に
眠
っ
て

い
る
の
か
」
と
二
人
を
結
ぶ
線
が
出
て
き

ま
し
た
。

こ
ん
な
ふ
う
に
、
散
策
の
折
々
、
お
墓

に
眠
る
人
た
ち
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
調
べ

て
い
る
う
ち
に
、
霊
園
内
に
眠
る
人
と
人

と
が
、
意
外
な
縁
や
共
通
点
で
結
び
つ
い

て
い
る
な
あ
と
気
づ
い
た
ん
で
す
。

「
あ
っ
ち
に
あ
る
お
墓
の
あ
の
人
と
、
こ

っ
ち
の
お
墓
の
こ
の
人
は
、
そ
う
か
、
こ

う
い
う
部
分
で
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
な
。

意
外
で
お
も
し
ろ
い
ぞ
」
と
、
ま
る
で
点

と
点
を
線
で
つ
な
ぐ
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ

な
視
点
か
ら
二
人
の
人
物
を
探
っ
て
み
る

で
印
象
に
残
り
ま
し
た
ね
。

『
の
ら
く
ろ
』
の
作
者
で
知
ら
れ
る
漫
画

家
の
田
河
水
泡
の
墓
も
あ
り
ま
す
。
最
初

見
つ
け
た
と
き
は
、
の
ら
く
ろ
を
か
た
ど

っ
た
石
像
が
墓
石
に
添
え
て
あ
っ
た
の
で
、

眠
ら
れ
て
い
る
方
は
の
ら
く
ろ
の
熱
心
な

フ
ァ
ン
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
勝
手
に
思
い

込
ん
だ
の
で
す
が
、
墓
石
を
よ
く
見
て
み

る
と
「
高
見
澤
家
墓
」
と
あ
っ
て
、
墓
誌

に
は
「
高
見
澤
仲
太
郎
（
田
河
水
泡
）
一

九
八
九
年
十
二
月
十
三
日
没
　
享
年
九
十

歳
」
と
あ
っ
た
。
親
し
み
の
わ
く
「
の
ら

く
ろ
」
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
寄
り
添
う
墓

は
、
そ
の
作
者
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
、

私
に
と
っ
て
は
思
い
が
け
な
い
出
合
い
で

し
た
。
ご
本
人
と
は
ま
っ
た
く
面
識
が
な

い
の
で
す
が
、
思
わ
ず
「
お
や
、
田
河
さ

ん
は
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す

か
」
と
声
を
か
け
そ
う
に
な
り
ま
し
た
よ

（
笑
）。多

磨
霊
園
に
は
、『
サ
ザ
エ
さ
ん
』
の

ト
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
し
か
に
緑
も
多
い
で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ

る
お
寺
に
あ
る
お
墓
と
い
う
よ
り
も
、
公

園
を
散
策
す
る
よ
う
な
感
覚
に
近
い
の
で

し
ょ
う
ね
。

近
現
代
史
に
名
を
残
し
た
方
々
の
墓
を

眺
め
て
い
る
と
、
そ
の
人
自
身
の
イ
メ
ー

ジ
と
お
墓
の
規
模
や
印
象
が
重
な
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
逆
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

る
よ
う
な
発
見
も
多
く
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
与
謝
野
鉄
幹
と
晶
子
夫
婦
の

墓
は
完
全
に
同
じ
大
き
さ
の
左
右
対
称
の

墓
が
二
つ
並
ん
で
い
ま
す
。
一
方
、
宮
崎

駿
監
督
が
最
後
の
長
編
作
品
と
し
て
発
表

し
て
話
題
に
な
っ
た
『
風
立
ち
ぬ
』
の
原

作
者
、
堀
辰
雄
の
墓
は
横
長
の
白
御
影
で

シ
ン
プ
ル
な
佇
ま
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。

そ
の
隣
に
は
、
妻
・
多
恵
の
や
や
小
ぶ
り

の
墓
が
寄
り
添
う
よ
う
に
並
ん
で
い
る
。

二
組
の
夫
婦
の
墓
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

夫
婦
の
生
前
の
関
係
、
姿
が
重
な
る
よ
う

五
万
人
も
の
魂
が
永
遠
の
眠
り
に
つ
い
て

い
ま
す
。
し
か
も
政
治
、
経
済
、
芸
能
、

思
想
、
文
芸
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
、
日

本
の
近
現
代
史
に
そ
の
名
を
残
す
人
た
ち

も
多
く
眠
っ
て
い
る
。

地
元
の
自
治
体
が
主
催
し
て
い
る
多
磨

霊
園
の
ツ
ア
ー
は
、
毎
回
か
な
り
の
応
募

が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。
著
名
人
の
墓
を
巡

る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
も
出
て
い
ま
す
か
ら
、

多
磨
霊
園
は
ち
ょ
っ
と
し
た
観
光
ス
ポ
ッ

折
々
の
自
然
の
風
景
を
楽
し
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。

多
磨
霊
園
は
新
宿
か
ら
西
に
約
二
十
キ

ロ
の
距
離
に
あ
り
、
東
京
都
の
府
中
市
と

小
金
井
市
に
ま
た
が
っ
て
い
ま
す
。
面
積

は
百
二
十
八
万
平
方
メ
ー
ト
ル
と
い
い
ま

す
か
ら
、
東
京
ド
ー
ム
が
二
十
八
個
も
入

る
広
大
な
敷
地
で
、
青
山
や
雑
司
ヶ
谷
、

谷
中
と
い
っ
た
他
の
都
立
霊
園
と
比
べ
て

も
最
大
の
規
模
で
す
。
そ
こ
に
実
に
五
十

思
わ
ず
声
を
か
け
た
く
な
る〝
再
会
〞

多
磨
霊
園
の
近
く
に
住
む
よ
う
に
な
っ

て
、
散
歩
が
て
ら
よ
く
歩
く
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
が
、
広
い
の
で
な
か
な
か
歩
き

が
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
欧
米
の
森
林

墓
地
を
参
考
に
し
て
造
ら
れ
た
国
内
最
初

の
公
園
墓
地
と
い
う
だ
け
あ
り
、
武
蔵
野

の
原
風
景
を
色
濃
く
残
し
な
が
ら
、
四
季

●たちもと・こうじ　鹿児島県生ま
れ。九州大学卒業後、NHKに入局。
退職後は九州産業大学などでメディ
ア論や現代社会論を担当した。著書
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立元幸治
文筆家

大
正
十
二（
一
九
二
三
）年
、関
東
大
震
災
の
直
前
、日
本
初
の
公
園
墓
地
と
し
て
多
磨
霊
園
は
開
園
し
た
。

四
十
万
坪
に
及
ぶ
広
大
な
敷
地
に
は
、日
本
の
近
代
史
を
彩
っ
た
錚
々
た
る
人
が
眠
っ
て
い
る
。

お
墓
を
巡
る
楽
し
み
か
ら
、故
人
や
そ
の
時
代
を
知
る
喜
び
へ
│
│
。

『
東
京
多
磨
霊
園
物
語
』の
著
者
、立
元
幸
治
さ
ん
に
聞
い
た
。

か
け
が
え
の
な
い
充
足
の
ひ
と
と
き
を

あ
の
時
代
に
出
合
え
る
霊
園
散
策


