
は

じ

め

に

「
火
垂
る
の
墓
」
は
『
オ
ー
ル
讀
物
』
一
九
六
七
年
一
〇
月
号
に
掲
載
さ
れ
、
翌
年
短
編
集

『
ア
メ
リ
カ
ひ
じ
き

火
垂
る
の
墓
』（
文
藝
春
秋
社
、
一
九
六
八
年
）
に
収
め
ら
れ
、
同
じ
表
題

と
収
録
作
品
の
ま
ま
、
一
九
七
二
年
、
新
潮
文
庫
版
が
刊
行
さ
れ
た
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
野
坂
昭
如
は
そ
の
旺
盛
な
文
学
活
動
の
一
つ
の
中
心
と
し

て
「
焼
跡
」
と
い
う
自
ら
の
出
自
と
戦
後
日
本
を
問
う
作
品
を
繰
り
返
し
発
表
し
て
き
た
。
本
作

品
は
そ
の
嚆
矢
に
あ
た
り
、
半
自
伝
的
な
作
品
の
系
譜
の
な
か
で
、
清
太
を
野
坂
と
同
一
視
す
る

⑴

読
み
の
枠
組
み
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

清
水
節
治
は
、
野
坂
自
身
が
「
あ
わ
れ
な
戦
災
孤
児
」
と
い
う
作
家
イ
メ
ー
ジ
を
流
布
さ
せ
た

⑵

と
は
い
え
、
後
に
自
ら
そ
の
枠
組
み
に
異
議
を
申
し
立
て
て
も
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
野
坂
は
あ
る
自
伝
で
、「
ぼ
く
は
自
分
の
つ
い
た
嘘
、
つ
ま
り
、
自
分
を
あ
わ
れ
な
戦
災
孤
児

に
仕
立
て
、
妹
思
い
の
兄
の
如
く
描
い
た
嘘
が
、
一
種
の
重
荷
と
し
て
、
は
っ
き
り
の
し
か
か
っ

⑶

て
来
た
」
と
心
情
を
吐
露
し
た
。
ま
た
、
後
に
別
の
自
伝
に
お
い
て
「
火
垂
る
の
墓
」
を
と
り
あ

げ
、「
な
ん
と
な
く
、
ぼ
く
の
体
験
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
、
い
や
大
本
の
と
こ
ろ
で
、
私
小
説

⑷

に
違
い
な
い
の
だ
が
」
と
前
置
き
し
つ
つ
、
小
説
と
現
実
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、「
火
垂
る
の
墓
」
に
お
け
る
私
小
説
的
側
面
で
は
な

く
、
こ
の
小
説
作
品
に
お
い
て
虚
構
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
清

水
は
本
作
品
の
清
太
と
節
子
が
送
る
「
蛍
が
飛
び
交
い
蛙
が
鳴
き
交
わ
す
自
然
の
中
の
生
活
に
、

作
者
は
お
そ
ら
く
人
工
的
な
も
の
を
越
え
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
見
て
い
た
」
と
と
ら
え
、
二
人
が
暮

⑸

ら
す
壕
を
「
作
者
自
身
に
と
っ
て
の
解
放
区
で
も
あ
っ
た
」
と
主
張
す
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
見
方

で
あ
る
が
、
私
小
説
的
側
面
と
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、
作
者
を
強
い
参
照
枠
と
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
火
垂
る
の
墓
」
に
お
け
る
地
名
な
ど
の
地
域
を
示
す
表
象
を
実
際
の
地

図
と
引
き
比
べ
つ
つ
読
み
解
く
こ
と
で
、
半
自
伝
小
説
と
は
異
な
る
、
こ
の
作
品
の
新
た
な
解
釈

の
可
能
性
を
探
り
た
い
。
こ
の
と
き
、
作
者
の
現
実
の
動
き
と
は
異
な
る
登
場
人
物
な
ど
の
動

き
、
す
な
わ
ち
作
品
の
虚
構
的
側
面
に
注
目
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
参
照
の

便
宜
を
考
え
、
現
行
の
文
庫
本
（
二
〇
〇
三
年
改
版
、
新
潮
社
）
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

一

御
影
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー

ま
ず
「
火
垂
る
の
墓
」
の
時
系
列
上
最
初
の
大
き
な
出
来
事
で
あ
る
空
襲
を
取
り
上
げ
よ
う
。

清
太
の
自
宅
は
「
御
影
の
浜
に
近
い
」（
一
二
頁
。
以
下
「
火
垂
る
の
墓
」
か
ら
の
引
用
は
頁
の

み
を
付
す
）
と
さ
れ
、
そ
の
町
名
は
「
上
西
、
上
中
、
一
里
塚
」（
一
八
頁
）
の
い
ず
れ
か
で
あ

⑹

る
。
こ
れ
は
阪
神
電
車
の
御
影
駅
近
辺
を
指
す
。

作
中
清
太
が
節
子
を
背
負
っ
て
た
ど
っ
た
避
難
路
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
か

ね
て
手
は
ず
は
、
石
屋
川
の
堤
防
へ
逃
げ
る
さ
だ
め
だ
か
ら
阪
神
電
車
の
高
架
に
沿
っ
て
東
へ
走

っ
た
」（
一
三
頁
）
が
、
混
雑
の
た
め
海
（
南
）
へ
向
か
い
、
旧
国
道
（
現
在
の
国
道
四
三
号
線
）

を
抜
け
、「
見
な
れ
た
灘
五
郷
の
黒
い
酒
蔵
」（
一
四
頁
）
を
経
て
海
岸
に
至
る
。
清
太
は
そ
こ
か

地
図
で
読
む
野
坂
昭
如
「
火
垂
る
の
墓
」

│
│
コ
ン
テ
ン
ツ
と
地
域
表
象
│
│

横

濱

雄

二

（１７）



ら
西
へ
歩
い
て
、
石
屋
川
の
川
床
の
く
ぼ
み
に
身
を
か
く
す
。
休
憩
を
と
っ
た
後
、
母
の
い
る
と

思
わ
れ
る
「
石
屋
川
二
本
松
の
ね
き
」（
一
五
頁
）
を
目
指
し
て
、
清
太
と
節
子
は
石
屋
川
の
堤

防
の
上
を
進
む
。
途
上
で
屋
根
の
骨
組
み
だ
け
を
残
し
て
焼
失
し
た
阪
神
石
屋
川
駅
を
眺
め
、

「
国
道
を
さ
ら
に
山
へ
向
か
っ
た
右
側
に
」（
一
七
頁
）
あ
る
二
本
松
に
た
ど
り
着
く
が
、
母
親
は

見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
後
清
太
は
誘
導
の
声
に
促
さ
れ
御
影
国
民
学
校
へ
向
か
う
の
だ
が
、

そ
こ
に
は
重
度
の
火
傷
を
負
っ
た
母
が
収
容
さ
れ
て
お
り
、
翌
日
息
を
引
き
取
る
（
二
一
頁
）。

一
方
、
野
坂
自
身
の
被
災
経
験
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
二
〇
〇
二
年
八
│
九
月
に

放
送
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
人
間
講
座
『「
終
戦
日
記
」
を
読
む
』
の
な
か
で
、
野
坂
は
自
身
の
経
験
に

触
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
当
時
の
野
坂
の
住
居
は
「
神
戸
市
の
東
側
、
国
鉄
六
甲
道
駅
に
ほ
ど
近

⑺

い
、
住
宅
地
だ
っ
た
」
と
あ
る
。
空
襲
の
際
、
野
坂
は
独
り
で
そ
こ
か
ら
山
（
北
）
へ
向
か
い
、

「
空
襲
が
終
る
ま
で
そ
こ
を
動
か
ず
、
と
い
う
よ
り
も
腰
が
抜
け
、
歩
け
な
い
、
た
だ
じ
っ
と
し

⑻

て
い
た
」
と
い
う
。
そ
の
後
、
か
ね
て
打
ち
合
わ
せ
て
い
た
「
石
屋
川
堤
防
の
大
き
な
松
の
木
を

目
指
し
た
」
が
、
そ
こ
に
家
族
の
姿
は
な
く
、
メ
ガ
ホ
ン
の
声
で
移
動
し
た
先
の
国
民
学
校
で
、

⑼

妹
と
大
火
傷
を
負
っ
た
養
母
に
再
会
す
る
。
な
お
養
父
は
行
方
不
明
で
あ
っ
た
。

清
太
と
野
坂
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
関
係
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
清
太
の
家
は
石
屋
川
の
東

側
で
国
道
二
号
線
の
南
側
、
阪
神
御
影
駅
近
辺
で
あ
る
が
、
野
坂
の
家
は
石
屋
川
の
西
側
で
国
道

二
号
線
の
北
側
、
現
在
の
Ｊ
Ｒ
六
甲
道
駅
近
辺
で
あ
る
。
い
ま
、
石
屋
川
を
縦
軸
（
Ｙ
軸
）、
国

道
二
号
線
を
横
軸
（
Ｘ
軸
）
と
す
る
と
、
清
太
の
家
は
第
四
象
限
、
野
坂
の
家
は
第
二
象
限
に
存

在
す
る
こ
と
と
な
り
、
両
者
は
点
対
称
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
石
屋
川
と
国
道
二

号
線
の
交
点
に
は
御
影
公
会
堂
が
あ
り
、
ま
た
、
両
者
共
通
の
待
ち
合
わ
せ
場
所
で
あ
る
二
本
松

⑽

は
、
正
確
な
位
置
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の
、
公
会
堂
の
対
岸
の
付
近
に
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、

両
者
に
共
通
す
る
こ
の
二
本
松
を
、
点
対
称
の
原
点
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
野
坂

が
山
つ
ま
り
北
へ
向
か
っ
た
の
に
対
し
、
清
太
が
海
つ
ま
り
南
へ
向
か
っ
た
こ
と
も
、
両
者
が
点

対
称
で
あ
る
こ
と
か
ら
説
明
で
き
る
。

ま
た
、
両
者
は
そ
の
移
動
の
方
角
ば
か
り
で
な
く
、
移
動
の
経
路
で
も
対
照
的
で
あ
る
。
野
坂

が
北
へ
直
線
的
に
避
難
し
た
の
に
対
し
、
清
太
は
最
初
阪
神
電
車
に
沿
っ
て
東
へ
向
か
い
、
そ
の

後
南
に
移
動
し
て
海
に
出
て
、
西
に
方
向
を
転
じ
、
石
屋
川
を
北
上
し
て
二
本
松
に
至
る
。
野
坂

の
直
線
運
動
と
は
大
き
く
異
な
り
、
清
太
は
居
宅
か
ら
南
の
方
へ
大
き
な
円
弧
を
描
い
て
避
難
し

て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
図
１
）。

こ
こ
か
ら
一
定
の
見
通
し
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
野
坂

自
身
は
直
線
的
に
北
上
し
、
結
果

と
し
て
生
存
す
る
こ
と
が
で
き
た

が
、
清
太
は
円
弧
状
に
南
へ
移
動

し
、
最
後
に
は
悲
劇
的
な
結
末
を

迎
え
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
直
線

的
な
、
そ
し
て
北
上
す
る
軌
跡
は

生
へ
と
繋
が
り
、
逆
に
円
弧
を
な

す
、
あ
る
い
は
南
下
す
る
運
動
は

死
に
近
づ
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
直
線
が
危
地
か
ら
の
脱
出
を
示
す
と
す
る
な
ら
ば
、
円
環
は
危
地
へ
の
回

帰
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
本
作
品
の
他
の
地
域
表

象
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

二

神
戸
の
円
弧

冒
頭
に
描
か
れ
て
い
る
通
り
、
省
線
三
宮
駅
構
内
浜
側
で
清
太
は
死
を
迎
え
る
（
八
│
一
一

頁
）
が
、
死
の
表
象
は
こ
の
場
所
に
至
る
ゆ
る
や
か
な
円
弧
を
形
成
し
て
い
る
。
ま
ず
、
御
影
国

民
学
校
で
身
罷
っ
た
母
の
亡
骸
は
、
一
王
山
下
で
荼
毘
に
付
さ
れ
る
（
二
二
頁
）。
本
文
で
は
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
一
王
山
に
は
十
善
寺
が
置
か
れ
、
付
近
は
墓
地
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
後
に
明
か
さ
れ
る
が
、
母
の
墓
そ
の
も
の
は
、
布
引
近
く
の
春
日
野
墓
地
に
あ
る
（
三
四

頁
）。
そ
し
て
そ
の
布
引
こ
そ
、
清
太
が
荼
毘
に
付
さ
れ
、
無
縁
仏
と
し
て
納
骨
さ
れ
た
寺
の
あ

る
場
所
な
の
で
あ
る
（
四
二
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
御
影
国
民
学
校
か
ら
一
王
山
、
春
日
野
墓
地
、

布
引
、
三
宮
と
、
死
の
表
象
と
結
び
つ
い
た
地
名
は
神
戸
の
中
心
地
に
向
け
て
緩
や
か
な
円
弧
を

形
成
し
て
い
る
（
図
２
）。

図 1 御影・六甲道付近概略
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さ
て
、
清
太
は
被
災
し
た
御

影
か
ら
西
宮
市
満
池
谷
の
寄
寓

先
に
疎
開
す
る
。
地
理
的
関
係

で
言
え
ば
、
御
影
町
は
現
在
の

神
戸
市
東
灘
区
の
一
部
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
東
に
芦
屋
市
を

通
過
し
て
西
宮
市
に
至
る
こ
と

に
な
る
。
本
文
に
は
「
大
八
車

を
借
り
石
屋
、
住
吉
、
芦
屋
、

夙
川
と
四
つ
の
川
を
わ
た
っ
て

一
日
が
か
り
で
運
び
」（
二
三

│
二
四
頁
）
と
あ
る
の
だ
が
、

先
の
図
１
に
も
示
し
た
と
お

り
、
清
太
の
家
は
石
屋
川
よ
り

東
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

東
に
向
か
う
際
に
石
屋
川
を
通

過
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

こ
の
こ
と
を
ど
う
捉
え
る
と
よ

い
だ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
に
は
、
野
坂
自
身
の
体
験
が
混
入
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
野
坂
の
体
験
と

は
異
な
る
虚
構
と
し
て
の
位
相
を
考
察
す
る
と
い
う
本
稿
の
立
場
で
は
、
別
の
見
方
を
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
れ
を
示
す
前
に
、
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。
テ
ク
ス
ト
は
最

初
に
清
太
の
死
を
描
写
し
、
そ
の
後
、
御
影
の
空
襲
か
ら
時
系
列
を
辿
り
直
し
て
ゆ
く
（
一
二

頁
）。
ま
た
、
独
特
な
饒
舌
の
文
体
な
が
ら
、
地
の
文
の
各
所
に
清
太
の
心
情
が
描
出
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
語
り
手
は
清
太
に
内
的
焦
点
化
し
つ
つ
、
時
系
列
で
は
事
後
的
な
位
置
に
い
る
。
こ

⑾

れ
は
死
後
の
清
太
の
位
置
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
い
え
る
。

こ
の
簡
単
な
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
石
屋
川
を
含
め
四�

つ�

の
川
を
渡
る
と
い
う
記
述
は
、
石
屋

川
よ
り
西
の
三
宮
に
い
る
死�

後�

の
清
太
の
位
置
が
、
テ
ク
ス
ト
に
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
で
は
「
四
つ
」
と
あ
り
読
み
は
異

な
る
に
せ
よ
、「
四
」
と
「
死
」
が
連
想
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
空
襲
を
生
き
の
び
た
清
太
が
四
つ
の
川
を
越
え
た
向
こ
う
に
赴
く
こ
と
は
、
実
体
験
の

位
相
で
野
坂
の
体
験
が
重
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
虚
構
の
位
相
で
死
後
の
清
太
が
重
な

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
は
い
え
、
神
戸
の
市
街
地
が
全
て
死
の
表
象
に
満
た
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
清
太
は

海
軍
将
校
の
父
に
手
紙
を
出
し
た
帰
り
に
、
神
戸
銀
行
六
甲
支
店
、
住
友
銀
行
元
町
支
店
で
預
金

を
確
認
す
る
（
二
四
│
二
五
頁
）。
こ
れ
は
母
の
死
を
受
け
て
の
行
為
で
あ
り
、
ま
た
父
か
ら
の

返
信
が
な
い
こ
と
を
あ
わ
せ
る
と
父
母
の
死
を
匂
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
死
の
表
象
の
円
弧

を
離
れ
、
生
の
営
み
に
繋
が
る
要
素
で
も
あ
る
。

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
御
影
か
ら
三
宮
ま
で
、
死
の

表
象
が
円
弧
を
な
し
て
連
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
語
り
手
は
、
三
宮
で
斃
れ
た
死
後
の
清
太
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
御
影
か
ら
西
宮
へ
脱
出
す
る
清
太
に
対
し
て
、
弱
い
な
が
ら
も
「
四
／
死
」
の
川

を
渡
る
と
い
う
形
で
、
影
を
落
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
御
影
か
ら
南
西
側

の
神
戸
は
、
野
坂
の
実
体
験
と
は
異
な
る
母
と
清
太
の
死
の
表
象
を
円
弧
状
に
配
置
す
る
こ
と

で
、
死
の
空
間
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

夙
川
沿
い
の
往
復

さ
て
、
焼
け
出
さ
れ
た
清
太
は
か
ね
て
か
ら
の
約
束
に
基
づ
き
、
西
宮
市
満
池
谷
の
未
亡
人
宅

に
身
を
寄
せ
る
。
こ
の
と
き
地
域
表
象
の
面
で
注
目
す
べ
き
は
、
節
子
の
汗
疣
を
き
っ
か
け
に
海

に
赴
く
こ
と
で
あ
る
。
本
文
の
記
述
を
確
認
し
よ
う
。
満
池
谷
か
ら
「
小
川
に
沿
っ
て
浜
へ
む
か

う
と
、
一
直
線
に
走
る
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
路
」（
二
六
頁
）
を
通
り
、「
右
へ
曲
る
と
夙
川
の
堤
防

に
出
て
、
そ
の
途
中
に
「
パ
ボ
ニ
ー
」
と
い
う
喫
茶
店
、
サ
ッ
カ
リ
ン
で
味
を
つ
け
た
寒
天
を
売

っ
て
い
た
か
ら
買
い
喰
い
し
」（
同
）
た
の
ち
に
至
っ
た
「
夙
川
の
堤
防
は
す
べ
て
菜
園
に
な
っ

て
い
て
」（
二
七
頁
）、
堤
防
を
進
む
と
、「
海
岸
に
は
、
海
水
を
一
升
瓶
で
汲
む
子
供
や
老
婆
の

姿
が
」（
同
）
あ
っ
た
。

海
水
浴
の
あ
と
、
清
太
は
あ
る
母
子
の
再
会
を
目
撃
す
る
。「
警
報
が
出
た
か
ら
戻
り
か
け
る

図 2 御影・神戸付近

横濱 雄二：地図で読む野坂昭如「火垂るの墓」（１９）



と
、
回
生
病
院
の
入
口
で
ふ
い
に
「
い
や
、
お
母
さ
ん
」
と
若
い
女
の
声
が
ひ
び
き
、
み
る
と
信

玄
袋
か
つ
い
だ
中
年
の
女
に
看
護
婦
が
抱
き
つ
い
て
い
て
、
田
舎
か
ら
母
親
が
出
て
き
た
も
の
ら

し
い
」（
二
八
頁
）
と
本
文
に
あ
り
、
と
り
た
て
て
清
太
に
と
っ
て
関
わ
り
の
あ
る
人
物
で
は
な

い
の
だ
が
、「
う
ら
や
ま
し
さ
と
、
看
護
婦
の
表
情
き
れ
い
な
ん
や
と
半
々
に
な
が
め
」（
同
）
る

の
で
あ
る
。

こ
の
邂
逅
は
清
太
自
身
の
母
で
は
な
い
も
の
の
、
母
と
の
再
会
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
空
襲
で
重
度
の
火
傷
を
負
っ
た
野
坂
自
身
の
母
は
、
こ
の
回
生
病
院
に
入
院
し
て
い
た
。
野

坂
は
以
下
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。

数
日
後
、
傷
つ
い
た
養
母
を
、
夙
川
の
河
口
近
く
に
あ
る
病
院
へ
運
ん
だ
。
病
院
に
入
院

さ
せ
た
と
こ
ろ
で
、
治
療
の
た
め
の
薬
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
煮
炊
き
も
で
き
な
い
の

で
、
食
べ
物
は
毎
食
、
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
入
院
さ
せ
る
利
点
な
ど
何
一
つ
な
か
っ

た
が
、
子
供
心
に
入
院
と
決
め
て
い
た
。
ぼ
く
と
妹
は
、
西
宮
、
甲
山
に
近
い
養
父
の
知
人

の
家
に
世
話
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
毎
日
二
食
、
母
の
食
事
を
作
っ
て
も
ら
い
、
山
か
ら

海
ま
で
夙
川
沿
い
、
約
六
キ
ロ
を
、
朝
夕
運
ん
だ
。
弁
当
箱
へ
入
れ
た
野
草
沢
山
の
雑
炊
。

（
中
略
）
こ
の
後
、
負
傷
し
た
養
母
を
、
大
阪
郊
外
の
守
口
に
住
む
祖
母
に
預
け
、
ぼ
く

⑿

と
妹
と
は
、
知
人
を
頼
り
、
福
井
県
の
春
江
へ
と
疎
開
す
る
。

野
坂
自
身
の
体
験
と
一
致
す
る
夙
川
沿
い
の
往
復
運
動
を
、
目
的
地
の
ほ
か
に
重
要
な
経
由
地

を
持
つ
こ
と
に
着
目
し
て
、
直
線
と
円
弧
の
中
間
を
な
す
、
屈
曲
し
た
直
線
運
動
と
と
ら
え
よ
う

⒀

（
図
３
）。
図
３
の
屈
折
部
分
、
阪
急
夙
川
駅
近
く
に
喫
茶
「
パ
ボ
ニ
ー
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
往
復

は
、
清
太
と
節
子
に
と
っ
て
死
を

と
も
な
わ
な
い
運
動
で
あ
る
。
野

坂
が
夙
川
沿
い
に
朝
夕
往
復
し
た

も
の
と
お
そ
ら
く
は
同
じ
経
路
を

た
ど
っ
て
、
清
太
と
節
子
も
往
復

す
る
。
清
太
は
母
を
喪
っ
た
た

め
、
野
坂
と
異
な
り
回
生
病
院
を

目
的
地
と
は
し
な
い
も
の
の
、
病
院
そ
の
も
の
は
他
人
な
が
ら
母
の
生
存
が
確
認
さ
れ
る
場
と
し

て
経
由
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
夙
川
沿
い
の
往
復
運
動
は
野
坂
の
体
験
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
生

存
に
至
る
経
路
の
存
在
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
野
坂
が
自
ら
の
家
族

の
一
員
と
し
て
の
母
と
会
う
の
に
対
し
、
清
太
は
自
ら
の
も
の
で
は
な
い
母
と
邂
逅
す
る
に
と
ど

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
野
坂
と
異
な
り
、
清
太
が
生
を
自
分
の
も
の
と
し
て
保
つ
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

西
国
街
道
の
彷
徨
／
方
向

こ
の
後
、
寄
寓
先
と
の
軋
轢
の
末
、
清
太
は
節
子
を
連
れ
貯
水
池
の
横
穴
壕
に
移
り
住
む
こ
と

と
な
る
（
三
二
頁
）。
本
文
中
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
満
池
谷
の
北
側
に
隣
接
す
る
ニ
テ

⒁

コ
池
が
そ
れ
で
あ
る
。
野
坂
自
身
も
ま
た
、
祖
母
、
妹
、
母
と
と
も
に
寄
寓
先
か
ら
離
れ
て
横
穴

⒂

壕
に
暮
ら
し
た
。

移
住
の
後
、
困
窮
し
た
清
太
は
畑
泥
棒
を
働
き
農
夫
に
発
見
さ
れ
る
が
、
警
察
官
は
説
諭
の
み

で
清
太
を
解
放
し
た
（
三
六
頁
）。
さ
ら
に
清
太
は
西
宮
中
心
部
の
空
襲
の
際
、
住
人
の
避
難
し

た
満
池
谷
で
空
き
巣
を
し
、
そ
の
盗
品
で
物
々
交
換
を
試
み
る
が
、「
さ
す
が
に
近
所
は
は
ば
か

ら
れ
た
か
ら
、
水
田
の
い
た
る
と
こ
ろ
爆
弾
孔
の
あ
る
西
宮
北
口
、
仁
川
ま
で
探
し
求
め
て
、
せ

い
ぜ
い
ト
マ
ト
枝
豆
さ
や
い
ん
げ
ん
」
が
手
に
入
る
の
み
で
あ
っ
た
（
三
七
頁
）。

本
文
に
あ
る
西
宮
北
口
は
阪
急
神
戸
線
と
今
津
線
の
乗
換
駅
で
、
清
太
は
こ
こ
か
ら
今
津
線
に

沿
っ
て
北
に
門
戸
厄
神
、
甲
東
園
を
へ
て
宝
塚
市
の
仁
川
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ニ
テ
コ
池

を
出
発
地
に
こ
れ
ら
を
な
だ
ら
か
に
結
ぶ
と
、
西
国
街
道
（
国
道
一
七
一
号
線
）
を
弦
に
す
る
円

弧
を
描
い
て
い
る
と
捉
え
う
る
（
図
４
）。
西
国
街
道
は
神
戸
か
ら
西
宮
を
経
て
北
東
に
京
都
へ

至
っ
て
お
り
、
京
都
の
さ
ら
に
北
東
に
は
、
野
坂
の
疎
開
先
の
福
井
県
が
あ
る
。
野
坂
が
ニ
テ
コ

池
か
ら
北
東
方
向
に
直
線
的
に
脱
出
し
た
の
に
対
し
、
清
太
は
西
国
街
道
を
跨
い
だ
円
弧
を
描
い

て
池
へ
と
回
帰
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
円
弧
と
直
線
の
対
比
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
文
は
こ
の
直
後
か
ら
、
節
子
の
衰
弱
と
死
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
夙
川
駅
前
の
医
者
を
訪
ね

る
が
、
医
者
は
滋
養
が
必
要
と
言
う
ば
か
り
で
薬
も
出
さ
な
い
。
清
太
は
節
子
を
抱
え
て
帰
路
立

ち
寄
っ
た
夙
川
の
堤
防
で
、
氷
を
鋸
引
き
し
た
削
り
カ
ス
を
拾
い
与
え
る
の
だ
っ
た
（
三
七
│
三

図 3 夙川（概略図）

甲南女子大学研究紀要第 49号 文学・文化編（2013年 3月） （２０）



八
頁
）。

食
物
確
保
の
困
難
さ
が
鋭
く
描
か
れ
て
い
る
こ
の
叙
述
か
ら
、
ニ
テ
コ
池
か
ら
夙
川
駅
前
、
堤

防
を
経
て
池
に
戻
る
と
い
う
運
動
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
４
で
示
し
た
よ
う
に
ニ
テ
コ

池
と
満
池
谷
は
夙
川
東
岸
を
南
北
に
広
が
っ
て
い
る
た
め
、
清
太
の
立
ち
寄
っ
た
堤
防
は
特
定
で

き
な
い
が
、
夙
川
沿
い
に
往
復
し
た
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
清
太
の
移
動
を
第
三
節
で
挙
げ
た
屈

曲
し
た
直
線
運
動
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
既
に
北
東
方
向
へ
の
脱
出
を
試
み
ず

に
円
弧
を
描
い
て
回
帰
し
て
し
ま
っ
た
清
太
は
、
こ
の
往
復
を
生
に
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

五

蛍

と

墓

清
太
は
衰
弱
死
し
た
節
子
を
荼
毘
に
付
そ
う
と
す
る
が
、「
市
役
所
へ
頼
む
と
、
火
葬
場
は
満

員
で
」（
四
〇
頁
）
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
木
炭
の
特
配
を
受
け
て
、「
満
池
谷
見
下
す
丘
に
穴
を
掘

り
、
行
李
に
節
子
を
お
さ
め
て
」、
自
ら
の
手
で
火
葬
す
る
（
四
一
頁
）。
そ
し
て
夜
更
け
に
火
が

燃
え
尽
き
る
と
、
蛍
の
姿
が
目
に
付
く

よ
う
に
な
る
。

周
囲
に
は
お
び
た
だ
し
い
蛍
の
む

れ
、
だ
が
も
う
清
太
は
手
に
と
る

こ
と
も
せ
ず
、
こ
れ
や
っ
た
ら
節

子
さ
び
し
な
い
や
ろ
、
蛍
が
つ
い

て
る
も
ん
な
あ
、
上
っ
た
り
下
っ

た
り
つ
い
と
横
に
走
っ
た
り
、
も

う
じ
き
蛍
も
お
ら
ん
よ
う
に
な
る

け
ど
、
蛍
と
一
緒
に
天
国
へ
い

き
。（
四
一
│
四
二
頁
）

こ
の
後
節
子
の
遺
骨
を
拾
い
集
め
た

清
太
は
、
壕
に
戻
ら
ず
神
戸
市
街
へ
赴
き
、
本
文
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、
三
宮
駅
構
内
で
死
を
迎

え
る
こ
と
と
な
る
。

い
ま
地
域
表
象
の
面
で
注
目
す
べ
き
は
、「
火
垂
る
の
墓
」
と
い
う
題
名
と
強
く
呼
応
す
る
こ

の
節
子
の
死
と
葬
儀
に
お
い
て
、
さ
り
げ
な
く
触
れ
ら
れ
た
「
火
葬
場
」
の
位
置
で
あ
る
。
地
図

１
に
あ
る
よ
う
に
、
ニ
テ
コ
池
の
北
方
に
は
広
大
な
満
池
谷
墓
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
西
宮
市
図

書
館
長
な
ど
を
歴
任
し
た
南
野
武
衛
に
よ
る
と
、
こ
の
墓
地
は
一
九
一
二
年
、
こ
の
地
が
ま
だ
武

⒃

庫
郡
大
社
村
に
属
し
て
い
た
頃
に
設
置
さ
れ
た
火
葬
場
に
始
ま
る
と
い
う
。
満
池
谷
墓
地
が
本
格

的
に
開
発
さ
れ
た
の
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で
、
西
宮
各
所
の
墓
地
を
整
理
し
て
一
九
二
九
年
九

月
ま
で
に
一
万
あ
ま
り
の
墓
碑
を
集
約
、
そ
の
後
一
九
三
三
年
、
三
七
年
と
地
域
を
拡
張
し
て
い

⒄
っ
た
。
ま
た
、
南
野
は
節
子
の
火
葬
さ
れ
た
丘
を
、
現
在
の
大
社
中
学
校
付
近
と
想
定
し
て
い

⒅る
。
地
図
１
で
は
、
満
池
谷
墓
地
の
西
隣
に
「
神
原
」
と
地
名
表
記
が
あ
り
、
そ
の
西
隣
に
大
社

中
学
校
（
や
や
大
き
い
「
文
」）、
南
西
に
隣
接
し
て
神
原
小
学
校
（
小
さ
い
「
文
」）
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
火
垂
る
の
墓
」
の
本
文
は
、
こ
の
満
池
谷
墓
地
を
排
除
し
て
い
る
。
墓
地

に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
ば
か
り
か
、
火
葬
場
の
位
置
も
示
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
、

図 4 西宮の円弧

地図 1 ニテコ池・満池谷墓地

横濱 雄二：地図で読む野坂昭如「火垂るの墓」（２１）



本
文
か
ら
排
除
さ
れ
た
満
池
谷
墓
地
か
ら
、
節
子
も
ま
た
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
火
葬
を

断
ら
れ
た
節
子
が
大
社
中
学
付
近
で
荼
毘
に
付
さ
れ
た
こ
と
は
、
ニ
テ
コ
池
を
発
し
て
北
へ
向
か

う
直
線
運
動
が
遮
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
西
へ
曲
げ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
し
て
も
北

へ
の
移
動
は
途
絶
し
、
西
へ
の
移
動
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
運
動
は
、
こ
れ
ま
で

繰
り
返
さ
れ
て
き
た
円
弧
状
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
南
西
方
向
へ
伸
び
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
節
子
の

遺
骨
を
拾
っ
た
清
太
は
、
そ
の
丘
か
ら
南
西
方
向
の
神
戸
市
街
へ
と
回
帰
し
、
そ
し
て
無
縁
仏
と

し
て
布
引
の
墓
地
へ
収
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
火
垂
る
の
墓
」
全
体
を
見
渡
す
と
、
清
太
は
空
襲
の
後
に
母
が
荼
毘
に
付
さ
れ
た
一
王
山
を

は
じ
め
、
春
日
野
、
布
引
と
三
つ
の
墓
所
を
め
ぐ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
清
太
の
墓
地

を
め
ぐ
る
運
動
は
こ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
本
文
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
地
図

１
を
見
る
と
、
神
戸
か
ら
避
難
し
た
寄
寓
先
で
あ
る
満
池
谷
（
地
図
１
の
「
満
池
谷
町
」）
の
北

隣
に
横
穴
壕
の
あ
る
ニ
テ
コ
池
が
あ
り
、
そ
の
北
隣
に
墓
地
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
満
池
谷
墓
地

は
、
本
文
で
は
隠
さ
れ
た
第
四
の
墓
所
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
位
置
関
係
を
踏
ま
え

る
と
、
寄
寓
先
か
ら
横
穴
壕
へ
の
移
動
そ
の
も
の
も
ま
た
、
墓
地
へ
と
近
づ
く
運
動
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
西
宮
は
生
へ
の
可
能
性
を
ほ
の
か
に
示
し
つ
つ
も
、
や
が

て
死
へ
と
囚
わ
れ
て
ゆ
く
空
間
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
最
後
の
清
太
の

南
西
方
向
へ
の
移
動
は
、
西
宮
の
死
の
空
間
の
極
点
を
な
す
節
子
の
「
火
垂
る
の
墓
」
と
、
本
文

冒
頭
に
描
か
れ
た
清
太
自
身
の
死
の
空
間
た
る
省
線
三
宮
駅
構
内
と
い
う
、
二
つ
の
墓
所
を
結
び

つ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
節
子
の
火
葬
に
お
け
る
蛍
の
乱
舞
は
た
し
か
に
目
を
惹
き
、「
火
垂
る
の
墓
」

を
「
蛍
」
の
小
説
た
ら
し
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
清
太
の
運
動
に
着
目
す
る
と
、
こ
の
作

品
は
、
題
名
に
含
ま
れ
る
も
う
一
つ
の
名
詞
、「
墓
」
を
め�

ぐ�

っ�

た�

小
説
と
し
て
も
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
火
垂
る
の
墓
」
を
地
域
表
象
と
関
連
づ
け
な
が
ら
読
み
進

め
る
と
、
そ
こ
に
は
野
坂
自
身
と
は
大
き
く
異
な
る
、
清
太
の
死
へ
向
か
う
運
動
が
描
か
れ
て
い

地図 2 「火垂るの墓」関係全図（神戸～西宮）
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る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
北
東
方
向
へ
の
移
動
が
生
に
、
南
西
方
向
へ
の
移
動

が
死
に
繋
が
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
直
線
的
な
運
動
が
生
へ
至
る
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
、
円
弧
を
な
す
運
動
あ
る
い
は
軌
跡
は
死
と
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
重
要
な
三
箇
所
、
す
な
わ
ち
御
影
、
三
宮
、
ニ
テ
コ
池
が
死
と
墓
所
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
（
順
に
地
図
２
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
）。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
冒
頭
に
清
太
の
死
が
描
か
れ
、
そ
の
後
被
災
か
ら
時
系
列
を
追
っ
て
も
う
一

度
清
太
の
死
へ
と
回
帰
す
る
。
こ
の
語
り
の
円
環
構
造
は
、
地
図
で
読
み
解
い
た
登
場
人
物
の
死

と
結
び
つ
く
運
動
と
一
致
す
る
一
方
、
作
者
本
人
の
実
体
験
と
は
乖
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
来
、
私
小
説
的
な
枠
組
み
の
も
と
で
探
求
さ
れ
て
き
た
「
火
垂
る
の
墓
」
に
つ
い
て
、
本
稿

で
は
地
域
表
象
を
手
が
か
り
に
、
登
場
人
物
の
運
動
を
構
造
化
し
て
作
者
の
そ
れ
と
対
比
す
る
こ

と
で
、
作
品
の
虚
構
と
し
て
の
位
相
を
と
り
だ
し
た
。
虚
構
の
登
場
人
物
は
、
作
者
の
実
体
験
と

ほ
ぼ
同
じ
地
域
を
ほ
ぼ
同
様
に
移
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
実
の
と
こ
ろ
、
実
体
験

と
鋭
く
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
地
域
表
象
を
中
心
的
に
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
作
品
の
新
た
な
可
能
性
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

附
記

一
、
本
稿
は
甲
南
女
子
大
学
に
て
二
〇
一
二
年
九
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
地
域
コ
ン
テ
ン
ツ
研
究

会
に
お
け
る
研
究
発
表
「
野
坂
昭
如
「
火
垂
る
の
墓
」
の
虚
構
と
地
域
表
象
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
当

日
ご
参
加
の
方
々
、
筆
者
に
ご
助
言
下
さ
っ
た
皆
様
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

一
、「
火
垂
る
の
墓
」
を
歩
く
会
の
正
岡
茂
明
氏
、
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
館
長
の
辻
川
敦
氏
に
は
、

貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

一
、
図
１
│
４
は
筆
者
が
作
成
し
た
。
図
１
、
３
は
位
置
関
係
を
示
す
概
略
図
で
あ
り
、
図
２
、
４
は
地

形
図
を
も
と
に
作
成
し
た
略
図
で
あ
る
。

一
、
地
図
１
に
つ
い
て
は
、
国
土
地
理
院
の
「
電
子
国
土w

eb.next

」（
地
図
画
像
二
万
五
千
分
の
一
）
を

利
用
し
た
（http

://portal.cyberjapan.jp/site/m
apuse/index.htm

l?lat＝
34.751553&

lon＝
135.335871

&
z＝

16&
did＝

D
JB

M
M

）。

一
、
地
図
２
に
つ
い
て
は
、
国
土
地
理
院
の
「
電
子
国
土w

eb.next

」（
地
図
画
像
二
〇
万
分
の
一
）
を
利

用
し
た
（http

://portal.cyberjapan.jp/site/m
apuse/index.htm

l?lat＝
34.715653&

lon＝
135.301301

&
z＝

13&
did＝

B
A

FD
200

K
G

）。
記
号
Ａ
│
Ｃ
は
筆
者
に
よ
る
。

注⑴

一
例
と
し
て
文
庫
版
収
載
の
尾
崎
秀
樹
「
解
説
」（
野
坂
昭
如
『
ア
メ
リ
カ
ひ
じ
き
・
火
垂
る
の
墓
』

新
潮
社
、
一
九
七
二
年
所
収
）
が
あ
る
。

⑵

清
水
節
治
「
野
坂
昭
如
と
自
伝
小
説
│
│
「
戦
災
孤
児
の
神
話
」
再
々
説
」『
日
本
文
学
誌
要
』
第
六

五
号
、
二
〇
〇
二
年

⑶

野
坂
『
野
坂
昭
如

ア
ド
リ
ブ
自
叙
伝
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
四
年
（
初
出
『
現
代
』
一

九
七
三
年
一
│
一
二
月
号
、
単
行
本
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年
）、
一
八
八
頁

⑷

野
坂
『
わ
が
桎
梏
の
碑
』
光
文
社
、
一
九
九
二
年
、
一
二
頁

⑸

清
水
『
戦
災
孤
児
の
神
話
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
五
年
、
二
六
頁

⑹

本
稿
で
は
鉄
道
路
線
に
つ
い
て
正
式
名
称
で
は
な
く
、「
火
垂
る
の
墓
」
の
本
文
に
あ
わ
せ
、「
阪
神

電
車
」
な
ど
の
通
称
を
用
い
た
。
な
お
現
在
の
Ｊ
Ｒ
線
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
通
称
「
省
線
電
車
」
を

用
い
た
。

⑺

野
坂
『「
終
戦
日
記
」
を
読
む
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
〇
年
（
初
出
単
行
本
、
日
本
放
送
出
版
協

会
、
二
〇
〇
五
年
）、
七
三
頁

⑻

同
、
七
九
頁

⑼

同
、
八
〇
│
八
一
頁

⑽
「
火
垂
る
の
墓
」
を
歩
く
会
の
正
岡
茂
明
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
同
会
は
毎
年
夏
に
「
火
垂
る
の
墓
」

に
ゆ
か
り
の
深
い
場
所
を
散
策
す
る
ツ
ア
ー
を
実
施
し
て
い
る
。

⑾

高
畑
勲
に
よ
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
作
品
（
一
九
八
八
年
）
に
お
い
て
は
、
小
説
で
は
登
場
し
な
い

清
太
と
節
子
の
幽
霊
と
思
わ
れ
る
存
在
が
登
場
し
、
生
き
て
い
る
二
人
の
行
動
を
見
守
る
と
い
う
構
成

が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
文
に
述
べ
た
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
の
位
置
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と
と
ら

え
う
る
。

⑿

野
坂
『「
終
戦
日
記
」
を
読
む
』、
八
一
│
八
二
頁

⒀

正
確
な
位
置
に
つ
い
て
は
、
正
岡
茂
明
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
な
お
、
店
名
は
「
パ
ボ
ー
ニ
」（Pa-

voni

）
で
あ
っ
た
。
阪
神
大
震
災
に
伴
い
西
宮
で
の
営
業
は
終
え
、
後
継
の
店
舗
が
大
阪
に
開
か
れ
て

い
る
。

⒁

先
に
言
及
し
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
作
品
で
は
池
東
岸
に
横
穴
壕
が
設
定
さ
れ
て
い
る
旨
、
尼
崎
市

立
地
域
研
究
史
料
館
館
長
の
辻
川
敦
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

⒂

野
坂
『
わ
が
桎
梏
の
碑
』、
八
六
│
八
八
頁

⒃

南
野
武
衛
『
西
宮
文
学
風
土
記
』
上
巻
、
神
戸
新
聞
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
二
年
、
一
一
五
頁

⒄

武
藤
誠
・
有
坂
隆
道
編
『
西
宮
市
史
』
第
三
巻
、
西
宮
市
役
所
、
一
九
六
七
年
、
三
五
九
│
三
六
〇

頁
。
ま
た
、
一
九
四
二
年
の
地
図
を
見
る
限
り
、
ニ
テ
コ
池
と
墓
地
の
領
域
は
現
在
と
違
い
は
な
い
よ

う
で
あ
る
（『
西
宮
市
土
地
寶
典
』
大
日
本
帝
国
市
町
村
地
図
刊
行
会
、
一
九
四
二
年
）。

⒅

南
野
、
前
掲
、
一
二
三
頁
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Geographical Representations in Akiyuki Nosaka’s

“Grave of the Fireflies（Hotaru no Haka）”

YOKOHAMA Yuji

Abstract : The aim of this paper is to suggest a new way of understanding Akiyuki Nosaka’s short story

“Grave of the Fireflies（Hotaru no Haka）”, which has been read as an autobiographical work although it con-

tains many fictions. A good suggestion to understanding its strategy is the geographical representations and

their structures in this text, which make a keen contrast with Nosaka’s own life.

There is the chain of death around Sannomiya in Kobe City. The ashes of the protagonist, Seita, are

placed in a temple in Nunobiki, near Sannomiya. His mother’s ashes are also placed in Kasugano cemetery

near Sannomiya. Setsuko, Seita’s little sister, starves to death in Niteko-ike, Nishinomiya, next to Manchi-

dani cemetery, to which the text never refers. In this way, the text concerns both the fireflies and the graves

as the title proclaims. It describes the floating fireflies in the cremation of Setsuko, which cannote the souls

of the dead in the air raids. And the characters wander about where the representation of the graves are.

Seita leaves Setsuko’s grave with fireflies near Niteko-ike and goes Southeast to Sannomiya, starving to

death. Although Nosaka found his refuge with his little sister in Harue, Fukui, which is located to the North-

east of Kobe. The linear motion to the Southeast leads to death, in contrast to the Northeast which leads to

survival.

These two geographical structures correspond to the structure of the text which starts from and ends with

the death of Seita. Thus the circle that this text traces closes the northeastern gate to survival.

要旨：野坂昭如の短編「火垂るの墓」は多くの虚構を含んでいるが、自伝的に読まれてきた。本稿で
は、テクストに見られる地域表象を手がかりとしつつ野坂自身の動きとも考え合わせ、「火垂るの墓」
について再考する。
三宮をめぐって濃厚な死の連鎖がある。主人公清太は三宮近くの布引の寺に納骨され、清太の母も
同じく春日野墓地に葬られた。清田の妹節子は西宮のニテコ池で餓死する。これはテクストで描かれ
ないが、満池谷墓地に隣接している。このように、テクストは「蛍」をめぐると同様に、「墓」をめ
ぐる円環をなしている。
清太はニテコ池そばの節子の蛍の墓を離れ、南西の三宮に赴き餓死するが、野坂自身は妹とともに
神戸の北東方向、福井県春江に疎開する。南西への直線運動は死に至り、逆に北東への運動は生へと
繋がる。
これら二つの地理的構造は、清太の死に始まり死に終わるこのテクスト自身の構造と対応する。つ
まり、このテクストの描く円環は、生に繋がる北東への門を閉ざしているのである。
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