
陳舜臣さんと
神戸を歩こう

Ｐａｒｔ ４

陳舜臣さんを語る会
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１６ 「内海岸通（のちの乙仲通）」及び「旧居留地十五番館」

ま
ず
、
『
残
糸
の
曲

上
』

(

朝
日
文
芸
文
庫)

カ
バ
ー

裏
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で

す
。第

二
次
大
戦
前
の
神
戸
。

華
僑
商
館
の
跡
取
り
と
し

て
迎
え
ら
れ
た
修
平
。
実

の
父
親
は
中
国
人
と
い
う

真
相
に
驚
く
間
も
な
く
、

未
知
の
生
活
は
ス
タ
ー
ト

し
た
。
自
分
は
日
本
人
な
の
か
、

中
国
人
な
の
か
？

自
ら
の
根
を

探
し
に
、
中
国
大
陸
へ
旅
立
っ
た

彼
が
み
た
も
の
は…

。
一
人
の
少

年
の
成
長
と
激
動
の
世
界
を
描
く

長
編
小
説
。

続
い
て
本
文
を
引
用
し
ま
す
。

栄
町
と
海
岸
通
の
境
界
は
、
内
う
ち

海
岸
と
呼
ば
れ
る
通
り
で
あ
っ
た
。

海
岸
本
通
ほ
ど
ひ
ろ
く
は
な
い
が
、

こ
の
通
り
の
両
が
わ
に
は
、
海
産

物
問
屋
が
五
、
六
十
軒
ず
ら
り
と

な
ら
ん
で
い
る
。
彼
ら
は
北
は
北

海
道
か
ら
南
は
九
州
ま
で
、
全
国

各
地
の
海
産
物
を
集
荷
し
て
く
る
。

そ
れ
を
華
僑
商
館
の
人
た
ち
が
仕

入
れ
て
、
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
各

地
へ
積
み
出
す
わ
け
で
あ
る
。

(

p.
74)

こ
の
ほ
か
、
随
筆
『
道
半
ば
』

な
ど
に
も
「
内
海
岸
通
」
が
出
て

き
ま
す
。
内
海
岸
通
が
乙
仲
通
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
も
っ

と
後
の
こ
と
で
す
。
詳
し
く
は
右

の
説
明
板
を
ご
覧
下
さ
い
。

右
の
標
識
は
、
乙
仲
通
の
東
端
、

鯉
川
筋
（
メ
リ
ケ
ン
ロ
ー
ド
）
を

隔
て
て
兵
庫
県
農
業
会
館
が
見
え

る
あ
た
り
で
す
。

内
海
岸
通

う
ち

（
の
ち
の
乙
仲
通
）

お
つ
な
か

陳
舜
臣
さ
ん
は
、
『
神
戸
も
の
が

た
り
』(

二
〇
一
七

の
じ
ぎ
く
文
庫

版)

〝
南
北
の
道
〟
で
、
次
の
よ
う

に
記
述
し
て
い
ま
す
。

慶
応
三
年
十
二
月
に
設
け
ら
れ
た

約
四
万
坪
の
居
留
地
は
、
明
治
三
十

二
年
七
月
に
回
収
さ
れ
た
。
居
留
地

時
代
の
建
物
は
、
そ
の
後
改
築
さ
れ

た
り
、
戦
災
で
焼
け
た
り
し
て
、
現

存
す
る
も
の
は
僅
か
一
棟
に
す
ぎ
な

い
。
い
ま
の
株
式
会
社
野
沢
が
そ
れ

で
あ
る
。
十
五
番
館
と
呼
ば
れ
て
い

た
煉
瓦
造
り
二
階
建
て
の
こ
の
商
館

は
、
明
治
六
年
ご
ろ
に
建
て
ら
れ
た
。

少
年
時
代
、
筆
者
は
海
岸
通
り
五

丁
目
に
住
ん
で
い
た
。
よ
く
自
転
車

に
の
っ
て
、
海
岸
通
り
か
ら
元
居
留

地
へ
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

ろ
は
車
も
す
く
な
く
、
自
転
車
の
り

は
快
適
な
運
動
で
あ
っ
た
。

筆
者
が
よ
く
行
っ
た
こ
ろ
は
、
居

留
地
が
廃
止
さ
れ
て
す
で
に
四
十
年

近
く
た
っ
て
い
る
の
で
、
妙
な
言
い

方
だ
が
、
「
日
本
化
」
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
で
も
、
ふ
る
い
建
物
は
や
は

り
居
留
地
時
代
の
名
残
り
を
と
ど
め

て
、
ほ
か
の
地
域
に
な
い
特
有
の
雰

囲
気
を
つ
く
っ
て
い
た
。
遠
い
国
々

と
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

て
、
筆
者
は
な
ん
と
な
く
そ
の
雰
囲

気
に
浸
る
の
が
好
き
だ
っ
た
。

(
p.
66-

67)

ま
た
、
『
白
い
泥
』
で
陳
さ
ん
は
、

ジ
ャ
ク
ソ
ン
商
会
を
、
文
中
、
次
の

よ
う
に
描
写
し
て
い
ま
す
。
左
の
画

像
は
、
今
に
残
る
十
五
番
館
で
す
が
、

雰
囲
気
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
。

ジ
ャ
ク
ソ
ン
商
会
は
、
元
居
留
地

の
一
等
地
に
小
さ
い
な
が
ら
も
二
階

建
て
と
い
う
、
い
ま
に
す
れ
ば
ぜ
い

た
く
な
建
物
で
あ
る
。
以
前
、
近
辺

に
は
お
な
じ
よ
う
な
商
館
の
建
物
が

な
ら
ん
で
い
た
が
、
い
ま
で
は
ほ
と

ん
ど
高
層
ビ
ル
の
街
と
化
し
、
む
か

し
の
面
影
を
と
ど
め
て
い
る
の
は
、

ジ
ャ
ク
ソ
ン
商
会
だ
け
と
な
っ
た
。

頑
固
な
面
魂
で
、
谷
間
に
ふ
ん
ぞ
り

か
え
っ
て
い
る
と
い
っ
た
恰
好
で
あ

る
。(

徳
間
文
庫
版
p.
92)

旧
居
留
地
十
五
番
館
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17 小学生の陳舜臣さんを診察した佐野実病院長

『
道
半
ば
』
か
ら
抜
粋
・
引
用

し
ま
す
。

北
長
狭
に
い
た
の
は
三
年
ほ

ど
で
あ
っ
た
と
思
う
。
小
学
校

（
※
神
戸
校
）
の
二
年
か
ら
四

年
に
か
け
て
の
時
代
で
あ
る
。

北
長
狭
の
借
家
は
鯉
川
筋
の

裏
に
あ
た
る
。
表
通
り
に
は
佐

野
病
院
が
あ
り
、
私
は
父
に
連

れ
ら
れ
て
よ
く
病
院
通
い
を
し

た
。
と
く
に
ど
こ
が
悪
い
と
い

う
の
で
は
な
い
が
、
子
供
ら
し

い
活
発
さ
が
な
い
こ
と
を
父
は

心
配
し
た
よ
う
だ
。

自
転
車
で
も
買
っ
て
あ

げ
た
ら
ど
う
で
す
か
。

こ
れ
が
佐
野
先
生
の
診
断
で

あ
っ
た
。

お
か
げ
で
子
供
用
の
自
転
車

を
買
っ
て
も
ら
い
、
ほ
う
ぼ
う

へ
遠
出
し
た
。
元
気
な
す
が
た

を
み
せ
る
の
が
親
孝
行
だ
と
思
っ

て
、
だ
い
ぶ
無
理
を
し
た
の
で

あ
る
。

北
長
狭
に
い
た
こ
ろ
は
、
無

理
を
し
て
も
元
気
に
遊
ぶ
ふ
り

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

佐
野
病
院
の
院
長
の
子
供
た
ち

と
は
よ
く
遊
ん
だ
。
（
p.
33-

34

※
は
加
筆
）

左
は
、
「
佐
野
病
院
125
周
年

記
念
号
」(

二
〇
一
三
年
四
月
号)

掲
載
、
当
時
の
病
院
と
佐
野
実

二
代
病
院
長
の
写
真
で
す
。

右
に
あ
げ
た
「
佐
野
病
院
125

周
年
記
念
号
」
に
よ
る
と
、

一
九
四
五
年
、
二
代
病
院
長
の

時
代
、
空
襲
で
病
院
は
全
焼
し

ま
す
。
そ
ん
な
な
か
で
の
再
出

発
で
し
た
。

自
転
車
で
も
買
っ
て
あ
げ
た
ら

ど
う
で
す
か
。（
佐
野
病
院
長
）

1935年の佐野病院(現在の神戸市中央区鯉川筋)
佐野実二代病院長
(任：1924-70)

最も古い住宅地図（昭和31年版）
地図の一番下が現在のＪＲ元町駅

1945年の空襲で佐野病院は全焼しますが、この界隈、
被災地が多くあったと思われます。10年経っていますが、
そんな状況も引きずる昭和31年版です。

現在の兵庫県公館

は
加
筆
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18 神戸市立第一神港商業学校、及び横溝正史生誕地碑

こ
こ
に
、
陳
作
品
の
な
か
か
ら
、

昭
和
十
三
年
の
神
戸
大
水
害
の
記

述
箇
所
を
抜
き
出
し
た
の
は
、
当

時
、
陳
舜
臣
さ
ん
が
通
っ
て
い
た

学
校
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
た

め
で
す
。

ま
ず
、
『
道
半
ば
』
か
ら
引
用

し
ま
す
。

昭
和
十
一
年
に
第
一
神
港
（
※

神
戸
市
立
第
一
神
港
商
業
学
校
）

に
入
学
し
、
十
二
年
に
は
盧
溝
橋

事
変
が
勃
発
し
た
。
そ
し
て
十
三

年
に
は
神
戸
に
大
水
害
が
お
こ
っ

た
。
（p.48

※
は
加
筆
）

次
は
、
『
青
雲
の
軸
』
（
集
英

社
文
庫
）
か
ら
抜
粋
・
引
用
し
ま

す
。
傍
線
は
加
筆
。

昭
和
十
三
年
は
、
七
月
に
は
い
っ

て
か
ら
、
連
日
雨
が
降
り
つ
づ
い

た
。
三
日
、
四
日
は
一
日
じ
ゅ
う

降
り
っ
放
し
で
、
五
日
の
朝
は
ま

る
で
総
決
算
の
よ
う
に
、
や
け
に

降
り
つ
の
っ
た
。

雨
天
は
雲
が
太
陽
を
遮
る
の
で

暗
い
の
で
あ
る
。
だ
が
七
月
五
日

の
朝
の
暗
さ
は
、
す
き
ま
の
な
い

雨
の
た
め
に
そ
の
曇
っ
た
空
さ
え

見
え
に
く
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

会
下
山
台
の
学
校
で
は
、
折
し
も

え
げ
や
ま

学
期
末
考
査
の
最
中
で
あ
っ
た
。

英
語
の
試
験
で
あ
っ
た
が
、
給

仕
が
紙
片
を
持
っ
て
教
室
に
は
い

り
、
監
督
の
先
生
に
手
渡
し
た
。

即
時
、
試
験
を
中
止
し
、

雨
天
体
操
場
に
集
合
せ
よ
！

監
督
の
教
師
が
そ
の
指
示
を
読

み
終
わ
る
と
、
全
ク
ラ
ス
の
生
徒

が
歓
声
を
あ
げ
た
。

「
う
わ
ー
い
、
え
え
セ
エ
や
！
」

雨
天
体
操
場
へ
行
っ
て
も
、
集

ま
っ
た
全
校
生
徒
が
は
し
ゃ
い
で

い
た
。
教
頭
が
壇
上
に
あ
が
っ
て
、

「
な
に
を
騒
い
ど
る
か
！
」
と
、

ど
な
っ
た
。

「
お
ま
え
た
ち
は
、
街
が
ど
う
な
っ

て
い
る
か
知
っ
と
る
の
か
？
」

「
神
戸
ぜ
ん
た
い
が
山
津
波
に
や

ら
れ
て
い
る
の
だ
」

教
頭
は
帰
途
を
遮
断
さ
れ
た
地

域
を
説
明
し
、
そ
こ
か
ら
通
っ
て

い
る
生
徒
は
残
留
せ
よ
と
命
じ
た
。

海
岸
通
の
ほ
う
は
情
況
不
明
だ
が
、

あ
る
い
は
行
き
着
け
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
ん
な
心
細
い
こ
と
で
あ
っ

た
。俊

仁
は
行
く
こ
と
に
し
た
。

学
校
の
す
ぐ
下
の
市
電
上
沢
通

は
、
す
で
に
濁
流
逆
巻
い
て
、
通

行
不
能
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

会
下
山
の
裾
を
ぐ
る
り
と
ま
わ
り
、

湊
川
公
園
の
北
、
平
野
近
く
か
ら

迂
回
し
て
、
や
っ
と
市
電
の
山
手

線
に
出
た
。
（p.100-103

）

当
時
、
陳
舜
臣
さ
ん
が
通
っ
て

い
た
神
戸
市
立
第
一
神
港
商
業
学

校
の
所
在
地
は
、
現
在
の
地
番
で

い
う
と
、
神
戸
市
兵
庫
区
会
下
山

町3-16-1

で
す
。

右
の
写
真
は
、
今
は
な
い
旧
校

舎
。
い
ま
こ
こ
に
は
、
二
〇
一
六

年
に
開
校
し
た
神
戸
市
立
神
港
橘

高
等
学
校
の
新
し
い
校
舎
が
建
っ

て
い
ま
す
。

ア
ク
セ
ス
は
、

神
戸
市
営
地
下
鉄
上
沢
駅
よ
り
徒

歩
３
分
、
神
戸
高
速
鉄
道
大
開
駅

よ
り
徒
歩
７
分
、
JR
兵
庫
駅
よ
り

徒
歩
15
分
で
す
。

昭
和
十
一
年
か
ら
五
年
間
通
っ
た

神
戸
市
立
第
一
神
港
商
業
学
校

碑はＪＲ神戸駅を南へ出て
南下、神戸新聞社前の道路を
右手に進み６、７分、湊小学
校前交差点を過ぎた辺りの道
路脇の狭い土地に立っている。
立方体の台の上は、二つの
つながったメビウスの輪で、
複雑に絡み合った難事件が、
名探偵により、見事に解決さ

れていく〝横溝文学〟を象徴
しているという。
除幕式は2004年というから、
陳さんは、不自由な手で書い
たわけだが、なかなか味のあ
るいい字である。

「横溝正史生誕の地」碑
(東川崎町 揮毫：陳舜臣)



21

19 陳さん屈辱の出来事 植木市と指紋押捺

『
青
雲
の
軸
』
（
集
英
社
文
庫
）
か

ら
抜
粋
・
引
用
。
傍
線
は
加
筆
。

神
戸
の
元
町
四
丁
目
の
通
り
の
山

側
、
五
丁
目
に
近
い
と
こ
ろ
に
、
む

か
し
ち
ょ
っ
と
し
た
空
地
が
あ
っ
た
。

俊
仁
が
ま
だ
小
学
生
の
こ
ろ
は
、
定

期
的
に
そ
こ
で
植
木
市
が
ひ
ら
か
れ

て
い
た
よ
う
だ
。
俊
仁
の
祖
父
は
植

木
い
じ
り
が
好
き
で
あ
っ
た
。
祖
父

は
俊
仁
を
連
れ
て
、
そ
の
植
木
市
の

前
を
通
り
か
か
り
、
つ
い
で
の
こ
と

に
、
の
ぞ
い
て
み
る
気
に
な
っ
た
。

そ
の
と
き
の
祖
父
の
い
で
た
ち
は

裏
に
狐
の
毛
が
つ
い
て
い
る
、
ゆ
っ

た
り
と
し
た
中
国
服
で
あ
っ
た
。
ず

い
ぶ
ん
高
価
な
も
の
ら
し
い
が
、
気

に
入
り
の
服
と
み
え
て
俊
仁
の
記
憶

に
あ
る
祖
父
は
、
い
つ
も
そ
れ
を
着

て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
む
こ
う
に
い
た
植
木

屋
が
、
大
き
な
声
で
ど
な
り
つ
け
た

の
で
あ
る
。

「
こ
ら
あ
！

こ
こ
は
チ
ャ
ン
コ
ロ

の
来
る
と
こ
や
な
い
ぞ
。
な
ん
ぼ
カ

ネ
出
し
た
か
て
、
わ
い
ら
、
チ
ャ
ン

コ
ロ
に
は
売
ら
へ
ん
の
や
か
ら
。
早

よ
去
に
や
が
れ
！
」

いだ
が
祖
父
は
植
木
屋
の
声
な
ど
、

ま
る
で
き
こ
え
な
か
っ
た
よ
う
に
、

そ
の
ま
ま
つ
っ
立
っ
て
、
植
木
を
じ
っ

と
見
つ
め
て
い
た
。

俊
仁
は
お
そ
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
、

ぶ
る
ぶ
る
顫
え
な
が
ら
、
祖
父
の
袖

ふ
る

を
ひ
っ
ぱ
っ
て
、

「
早
よ
行
こ
、
お
祖
父
ち
ゃ
ん
！
」

と
、
半
泣
き
の
声
を
出
し
た
。

い
つ
も
は
孫
に
甘
い
祖
父
が
、
そ

の
と
き
ば
か
り
は
、
き
び
し
い
声
で
、

き
っ
ぱ
り
と
言
っ
た
。

「
ち
ゃ
ん
と
植
木
を
見
て
か
ら
、
そ

れ
か
ら
行
く
ん
だ
」

植
木
屋
は
俊
仁
の
祖
父
の
そ
ば
ま

で
寄
り
、
「
や
い
、
ふ
ざ
け
と
ん
の

か
！

お
ま
え
ら
に
見
ら
れ
た
ら
、
植

木
が
腐
っ
て
し
ま
う
や
ん
か
い
。
早

よ
去
な
ん
と
、
ど
つ
く
ぞ
！
」
と
拳

を
ふ
り
あ
げ
た
。

俊
仁
の
祖
父
は
、
や
っ
と
孫
の
手

を
と
っ
て
、
「
さ
あ
、
帰
ろ
う
」

と
、
ゆ
っ
く
り
と
言
っ
た
。

俊
仁
は
祖
父
の
手
の
ひ
ら
が
、
燃

え
る
よ
う
に
熱
か
っ
た
こ
と
が
、
い

つ
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

(

こ
れ
を
一
生
忘
れ
て
は
い
け
な
い
ぞ)

祖
父
の
手
の
ひ
ら
の
熱
は
、
俊
仁

に
そ
う
教
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ

た
。

（
p.
38-

40
）

小
学
生
の
こ
ろ
、祖
父
と
行
っ
た

植
木
市
で
の
で
き
ご
と

『
失
わ
れ
た
背
景
』(

中
公
文
庫

版)

か
ら
抜
粋
・
引
用
し
ま
す
。

東
方
文
明
研
究
所
オ
フ
ィ
ス
の

家
主
が
殺
さ
れ
、
同
所
員
程
紀
銘

に
容
疑
が
か
か
り
そ
う
に
な
る
場

面
で
す
。

日
本
人
の
場
合
、
前
科
が
あ
る

と
か
、
な
に
か
警
察
で
調
書
を
と

ら
れ
た
と
か
、
そ
ん
な
特
殊
な
ケ
ー

ス
を
除
い
て
指
紋
を
と
ら
れ
る
よ

う
な
こ
と
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
外
国
人
は
、
外
交

関
係
者
を
除
い
て
、
一
人
の
こ
ら

ず
指
紋
を
と
ら
れ
て
い
る
。
外
国

人
登
録
で
、
そ
れ
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
も
し

程
紀
銘
の
指
紋
が
現
場
か
ら
検
出

さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
外
人

登
録
の
指
紋
と
照
合
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。(

p.
130)

外
国
人
登
録
は
陳
舜
臣
さ
ん
ご

自
身
に
と
っ
て
も
、
三
年
に
一
度

や
っ
て
来
る
、
屈
辱
の
行
事
だ
っ

た
の
で
す
。
早
川
書
房
版
『
割
れ

る
』
「
あ
と
が
き
」
か
ら
引
用
し

ま
す
。
傍
線
は
加
筆
。

こ
の
秋
は
さ
わ
や
か
で
、
私
の

か
ら
だ
の
調
子
も
よ
か
っ
た
。
故

障
と
い
え
ば
、
た
だ
指
の
さ
き
が

す
こ
し
荒
れ
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
構
想
を
練
り
は
じ

め
た
こ
ろ
、
外
人
登
録
の
切
り
か

え
が
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
外
国
人

は
、
三
年
に
一
度
、
登
録
を
更
新

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と

き
に
、
新
し
い
写
真
と
指
紋
を
と

ら
れ
る
。
神
戸
の
生
田
区
役
所
で

は
、
指
紋
用
イ
ン
キ
を
拭
く
た
め

に
、
ベ
ン
ジ
ン
を
浸
し
た
脱
脂
綿

を
く
れ
た
。
私
は
皮
膚
が
弱
い
の

で
、
ベ
ン
ジ
ン
に
負
け
て
指
さ
き

が
荒
れ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

■
指
紋
押
捺
は
、
特
別
永
住
者
に

つ
い
て
は
一
九
九
三
年
か
ら
免
除
。

陳
さ
ん
が
〝
外
人
登
録
〟
の
切

り
か
え
に
訪
れ
て
い
た
頃
の
生
田

区
役
所
。
現
在
は
兵
庫
県
神
戸
総

合
庁
舎
。

陳
舜
臣
さ
ん
屈
辱
の
行
事
、

三
年
に
一
度
の
指
紋
押
捺

祖父と舜臣
『Who is 陳舜臣？』
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20 追谷（おいたに）墓地

追
谷
墓
地
は
、
Ｊ
Ｒ
元
町
駅
の
東
口

を
出
て
、
鯉
川
筋
を
北
上
、
海
外
移
住

と
文
化
の
交
流
セ
ン
タ
ー
の
裏
手
を
登
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。

『
残
糸
の
曲

上
』(

朝
日
文
芸
文
庫)

か
ら
二
ヶ
所
、
抜
粋
・
引
用
し
ま
す
。

神
戸
の
追
谷
墓
地
参
道
で
は
、
並
木

の
桜
の
枝
に
蕾
が
ふ
く
ら
み
か
け
て
い

た
。新

し
く
で
き
た
再
度
山
ド
ラ
イ
ブ
・

ふ
た
た
び
さ
ん

ウ
ェ
イ
を
す
こ
し
あ
が
り
、
入
口
に

『
閣
道
深
』
と
刻
ま
れ
た
ト
ン
ネ
ル
の

手
前
で
、
右
へ
折
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
そ

の
参
道
は
は
は
じ
ま
る
。(

p.
249)

在
留
中
国
人
の
た
め
に
、
神
戸
に
は

『
中
華
義
荘
』
と
い
う
専
用
の
墓
地
が

あ
る
。
修
平
の
父
も
、
と
う
ぜ
ん
そ
の

中
国
人
墓
地
に
葬
ら
れ
る
は
ず
な
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
義
母
が
猛
烈
に
反
対
し

た
。彼

女
に
よ
れ
ば
、
仇
敵
の
家
庭
の
墓

の
そ
ば
近
く
に
埋
葬
さ
れ
る
と
、
夫
は

死
ん
だ
あ
と
も
争
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

の
魂
が
や
す
ま
ら
な
い
と
い
う
。

で
は
、
ふ
つ
う
の
日
本
の
墓
地
に
し

よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
義
母
は
石

碑
店
に
紹
介
さ
れ
た
追
谷
墓
地
に
墓
を

建
て
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
北
野
町
の
家

か
ら
車
で
行
け
ば
、
五
分
も
か
か
ら
な

い
の
も
魅
力
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

修
平
は
い
ま
秀
琴
の
案
内
で
、
そ
こ

を
見
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。

追
谷
墓
地
に
は
、
ご
く
す
く
な
い
が
、

中
国
人
の
墓
も
あ
っ
た
。
有
名
な
亡
命

画
家
胡
鉄
梅(

こ
て
つ
ば
い)

の
墓
も
そ

こ
に
あ
る
。

(

p.
253-

254)

『
残
糸
の
曲
』
に
描
か
れ
た
追
谷
墓
地

墓地、登り口

追
谷
墓
地
十
六
区
に
あ
る

胡
鉄
梅
の
墓

白
い
矢
印

『
走
れ
蝸
牛
』(

二
玄
社)

「
家

紋
」
よ
り
抜
粋
・
引
用
し
ま
す
。

私
の
祖
父
は
昭
和
七
年
に
世
を

去
っ
た
。
も
う
一
族
は
神
戸
に
い

る
の
だ
か
ら
、
神
戸
に
墓
を
つ
く

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
石
工
は
家

紋
を
彫
ら
ね
ば
、
「
恰
好
が
つ
き

ま
せ
ん
」
と
主
張
し
た
。
「
中
国

に
は
家
紋
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
言
う
と
、
「
で
は
、
な
に
か
適

当
に
彫
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
」
と
、

か
な
り
い
い
加
減
な
も
の
だ
。

石
工
が
我
が
家
の
墓
の
た
め
に
、

み
つ
く
ろ
っ
て
く
れ
た
紋
が
マ
ン

ジ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
な
ら
お
寺
の

紋
で
は
あ
る
し
、
普
遍
性
が
あ
る

と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ

い
に
、
「
五
つ
割
マ
ン
ジ
」
と
か
、

「
ね
じ
マ
ン
ジ
」
と
い
っ
た
家
紋

が
あ
る
。
私
の
父
は
、
既
成
の
日

本
の
家
紋
を
用
い
る
の
に
抵

抗
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
「
養

子
に
な
る
わ
け
じ
ゃ
な
し
」

と
い
う
気
分
上
の
問
題
な
の

だ
。
日
本
に
ま
だ
な
い
家
紋

に
こ
だ
わ
っ
た
。
父
の
意
見

を
き
い
た
石
工
は
、
「
じ
ゃ
、

マ
ン
ジ
を
逆
に
し
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
は
な
い
は
ず
で
す
」
と
、

知
恵
を
い
れ
た
。

こ
う
し
て
、
祖
父
の
墓
に
逆
マ

ン
ジ
が
彫
ら
れ
た
。
ア
ド
ル
フ･

ヒ
ト
ラ
ー
が
ド
イ
ツ
で
政
権
を
掌

握
し
た
の
は
、
私
の
祖
父
の
死
の

翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。
私
の
父
も

く
だ
ん
の
石
工
も
、
逆
マ
ン
ジ
が

ナ
チ
ス
の
シ
ル
シ
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
孫
の
七
五

三
の
衣
裳
で
家
紋
が
、
五
十
数
年

ぶ
り
に
我
が
家
の
問
題
と
な
っ
た
。

ま
さ
か
逆
マ
ン
ジ
は
使
え
な
い
。

我
が
家
の
庭
に
桐
が
あ
る
の
で
桐

に
し
た
。
ま
、
家
紋
な
ど
は
そ
ん

な
ふ
う
に
し
て
で
き
た
の
だ
。

左
の
画
像
は
陳
家
の
お
墓
。

祖
父
、
恭
和
氏
が
「
三
十
一
世

祖
」
と
い
う
文
字
は
墓
碑
の
裏
面

に
確
認
。
特
に
気
に
な
っ
て
い
た

「
潁
川(

え
い
せ
ん)

」
の
文
字
及

び
マ
ン
ジ
が
は
っ
き
り
わ
か
る
。

「
エ
エ
ッ
！
」
、
こ
れ
は
、
お
寺

の
記
号
の
マ
ン
ジ
で
、
逆
マ
ン
ジ

で
は
な
い
。
こ
の
部
分
だ
け
石
材

が
新
し
い
。
作
り
変
え
た
よ
う
。

『
走
れ
蝸
牛
』
「
家
紋
」
に
み
る

陳
家
の
墓


