
◎
論

説

漢
民
族
を
ど
う
見
る
か

中
国
の
葬
儀
改
革
に
み
る
連
続
と
変
容

地
方
都
市
に
お
け
る
公
墓
政
策
の
受
容
を
例
と
し
て

田

村

和

彦

・
・
…

は
じ
め
に

死
が
生
物
に
と

っ
て
避
け
が
た
い
終
末
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
死
の

経
験
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
お

い
て
普
遍
的
な
経
験
と
い
え
る
。
同
時

に
、
人
間

が
そ
れ
ぞ
れ

の
社
会

シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
て

い
る
限
り
、
死

の
経
験
は
各
社
会
に
共
通
す
る
透
明
な
そ
れ
と
は
な

り
得
な

い
。
と
り
わ
け
、
急
速
な
政
治
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
化
を
経

験
し
た
現
代
中
国
に
お
い
て
死
を
取
り
巻
く
状
況
も
ま
た
様
々
な
力

学
が
交
差
す
る
な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
た
に
違

い
な
い
が
、
今
日
の

中
国
大
陸

に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い

な
い
問
題

も
少
な
く
な

い
。
本
稿
が
と
り
あ
げ
る
、
地
方
都
市

に
お

け
る
漢
族

の
墓
地
利
用
も
ま
た
こ
う
し
た
問
題
系
に
属
す
る
。

現
代
中
国
に
お
け
る
死
と
そ
の
処
理
の
あ
り
方
と

い
う
括
り
方
を

す
れ
ば
、
実
に
様
々
な
学
問
分
野
か
ら
報
告
や
研
究
が
な
さ
れ
て
き

て
い
る
。
と
く
に
、
社
会
学
や
歴
史
学
、
人
類
学
、
民
俗
学
な
ど
か

ら
少
な
か
ら
ぬ
業
績
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
研

究
を
概
観
す
る
と
、
各
地

の
慣
習

の
復
活
や
変
遷
に
つ
い
て
の
事
例

報
告
が
多
数
を
占
め
、

こ
れ
ら
多
方
面

の
事
例
を
議
論

で
き
る
よ
う

ム　
　

な
共
通
の
枠
組

み
が
欠
如
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

人
類
学
に
限

っ
て
言
え
ば
、
大
き
く
分
け

て
二
つ
の
原
因
が
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、

エ
イ

ハ
ー

ン
や

ワ
ト
ソ
ン
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
、
漢
族
の
葬
儀
に
つ
い
て
台
湾
や
香
港
を
調
査
対
象
と

し
た
議
論
が
深
め
ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
葬
儀
に
関
す
る

政
策
が
大
き
く
異
な
る
中
国
大
陸

で
こ
れ
ら

の
成
果
を
十
分
に
活
用

す
る
に
至

っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
先
行
す
る
漢
族
の
葬
儀
研
究
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と
、
今

日
の
中
国
大
陸
で
見
ら
れ
る
葬
儀
に
関
す
る
状
況
を
接
合
し

理
解
す

る
た
め
に
は
、
葬
儀
改
革
政
策

の
内
容
に

つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

も
う

一
つ
は
、
人
類
学
か
ら
な
さ
れ
た
葬
儀
に
関
す
る
報
告
が
農

村
地
域

に
偏
重
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
年
、
農
村

の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
調
査
が
蓄
積
さ
れ
る
に
つ
れ
、
葬
儀
改
革

の
進
行
し
つ
つ
あ
る

今
日
の
農
村
部
に
お
け
る
葬
儀
が
報
告
さ
れ
始
め
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
な
か

に
は
、
葬
儀
改
革
そ
の
も

の
を
分
析
の
射
程
に
含
む
研
究
も

現
れ
、
各
地

で
行
わ
れ
る
改
革

の
現
状
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
つ

つ
あ

る

[川

口

二
〇
〇

一
、
田
村

二
〇
〇

一
、

二
〇
〇

三
、
韓

二
〇
〇

二
、
川
口

二
〇
〇
四
]。
だ
が
、
大
都
市
を
中
心

に
進
め

ら
れ

て
き
た
文
献

に
基

づ
く
先
行
研
究
と
、
村
落
と

い
う

フ
ィ
ー

ル
ド
に
お
い
て
観
察
の
結
果
得
ら
れ
る
農
村
部
で
の
葬
儀
改

革

の
実
施
状
況
は
直
接
比
較
可
能
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、

そ
の
間

に
横
た
わ
る
中
間
領
域
に
つ
い
て
積
極
的
な
資
料
収
集
が
進

め
ら
れ

て
い
な
い
た
め
、
国
家

の
連
続
し
た
政
策

の
な
か
で
事
例
を

検
討
す

る
と
い
う
よ
り
は
断
片
的
な
個
別
的
研
究
と
な

っ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
つ
て
、
限
ら
れ
た
資
料

の
な
か
か
ら
的
確
に
葬
儀
改
革

の
ア
ウ

ト
ラ
イ

ン
を
素
描
し
た
ホ
ワ
イ
ト
は
、
都
市
部
と
農
村
部
に
お
け
る

葬
儀

の
有
り
様

に
つ
い
て
乖
離
が
広
が

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
た

[
ホ
ワ
イ
ト

一
九
九
四
(
一
九
八
八
)
]。

こ
の
指
摘
を
評
価
す

る
な
ら
ば

、
情
報

の
集
積
さ
れ
た
大
都
市
の
葬
儀
改
革
と
研
究
対
象

と
な
り

つ
つ
あ
る
農
村
部

で
の
葬
儀
改
革
研
究
を
総
合
的
に
発
展
さ

せ
る
た
め
に
、
制
度
上
は
都
市
に
分
類
さ
れ

つ
つ
も
経
済
、
文
化
上

で
は
農
村

に
近

い
よ
う
な
地
方
中
小
都
市
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
両
研

究
を
相
対
化
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

本
論

で
は
、
陳
西
省

の
地
方
都
市
を
取
り
上
げ
、
政
府

の
主
導
す

る
公
共
墓
地

(以
下
、
「公
墓
」
と
表
記
)

の
変
遷
と
今
日
の
利
用

状
況
を
分
析
す
る
。
そ
も
そ
も
、
公
墓
政
策

は
、
今
ま
で
述

べ
て
き

た
葬
儀
改
革

の

一
部
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
以
下
の
理
由
か
ら
こ

れ
を
分
析

の
中
心
と
し
た

い
。

今

日
、
葬
儀
改
革

(
「積
葬
改
革
」
)
と

称
さ
れ
る

一
連

の
運
動

は
、

一
九
五
〇
年
代
中
期
か
ら
明
瞭
と
な

る
葬
儀
改
革

の
三

つ
の

柱
、
す
な
わ
ち
ω
迷
信
を
廃
し
文
明
的

で
資
源
を
節
約
し
た
葬
儀
を

行
う
こ
と
、
②
火
葬
場
を
建
設
し
火
葬
化
を
大

い
に
進
め
る
こ
と
、

⑧
瘡
せ
地
や
荒
廃
地
を
利
用
し
て
公
墓
を
設
立
し
土
葬
を
改
革
す
る

こ
と
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
は
死
の
処
理

へ
の
介
入
と
い
う
意
味

で

一

致
す
る
が
、
も
と
も
と

の
根
源
を
異
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
歴
代

王
朝
に
見
ら
れ
る
節
葬
論
が
過
剰
な
葬
儀

の
禁
止
を
求
め
る
基
礎
に

な

っ
て
お
り
、
火
葬
に
つ
い
て
も
新
し
い
と

こ
ろ
で
は
近
代
に
お
い

て
上
海
で
勃
興
し
た
衛
生
論

の
な
か
に
も

類
似

の
運
動
が
見
ら
れ

る
。
墓
地
に
つ
い
て
も
様
々
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
直
接
的

に
は
新
文
化
運
動

の
際
に
見
ら
れ
た
墓
地

の
占
有
面
積
と
耕
作
地

の

減
少

に
関
す
る
議
論

に
直
接

の
根
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

[田

村

二
〇
〇
三
]。

こ
の
う
ち
火
葬
の
推
進
は
、
近
隣
に
火
葬
場
の
建
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設
が
必
要
と
な
り
交
通
問
題
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
実
行
可

能
と
な
る

こ
と
か
ら
、
中
国
各
地

で

一
斉
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
そ
の
意
味

で
中
国

の
葬
儀
を
論
じ
る
共
通
認
識
を
形
成
す
る
た

バワ
む

め
に
最
適
と
は
い
え
な

い
。
葬
儀

の
節
約
と
迷
信
の
打
破
に
つ
い
て

は
、
運
動

の
浸
透
度
や
強
弱
が
地
域

に
よ
り
異
な
り
、
各
地

の
具
体

的
な
デ
ー
タ
が
十
分
に
蓄
積
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
葬
儀
改
革

の
見
通
し
を
立
て
る
と
い
う
意
味

で
は
困
難
が

つ
き
ま
と
う
。
具
体

的
な
指
標
な
く
し
て
直
接
的
に
不
可
視

の
精
神
領
域
を
扱
う
こ
と
か

ら
も
小
論

で
は
十
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

他
方
、
本
稿
の
取
り
上
げ
る
公
墓

に
つ
い
て
は
、
そ
の
起
源
を
比

較
的
新
し

い
時
期
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
資
料
に

つ
い
て
も
保
存

さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
次
章
で
は
、
全
く
新
し
い
埋
葬

制
度
と
し
て
登
場
し
た
と
さ
れ
る
公
墓
が
時
代
ご
と
に
様
々
な
文
化

ハヨ
　

的
政
治
的
力
学
の
な
か
で
変
遷
す
る
様
を
系
譜
的
に
鳥
鰍
す
る
。

公
墓
の
系
譜

-

陳
西
省
に
お
け
る
墓
地
の
変
遷
1

e

一
九
四
九
年
以
前

の
公
墓

一
九
四
九
年
以
前

の
陳
西
省

に
お
い
て
は
、
中
国
の
多
く

の
地
域

と
同
じ
く
、
宗
族
あ
る
い
は
そ
の
分
枝
を
中
心
と
し
た
集
団
墓
地
が

散
在
し
て

い
た
。
平
行
し
て
、
地
方
都
市
の
周
辺
に
は
義
塚
や
漏
沢

園
と
い
っ
た
祭
祀
者
の
い
な
い
、
ま
た
は
葬
儀
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
、
墓
地
を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
貧
困
者

の
た
め
に
設
置

さ
れ
た
墓
地

の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
無
縁
者
や
貧
困
者
の
墓
地
と

同
じ
く
、
非
血
縁
関
係
に
よ
る
墓
地

の
集
合
と

い
う
意
味
で
は
会
館

付
属
地
な
ど
に
形
成
さ
れ
た
出
身
地

の
関
係
性
に
よ
る
同
郷
墓
地
も

取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
埋
葬
は

さ
れ
て
い
な
い
が
将
来
的
に
故
郷

へ
の
埋
葬

が
期
待
さ
れ
て
い
る
死

者
と
し
て

「停
棺
」
も
見
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
北
京
や
上
海
と
は
異

な
り
、
人
間

の
往
来
や
商
業
規
模
が
大
都
市

に
及
ぼ
な
い
陳
西
省
で

は
省
都
西
安

で
あ

っ
て
も
上
海
四
明
公
所
の
停
棺
組
織
や
北
京
東
北

義
園
の
よ
う
な
大
規
模
な
同
郷
者
の
た
め
、

あ
る
い
は
公
共
性

の
高

い
北
京
万
安
公
墓
の
よ
う
な
埋
葬
、
遺
体
管

理
組
織
が
形
成
さ
れ
て

い
な
か

っ
た
。

陳
西
省

で
は
、

一
九
三
五
年
か
ら
翌
年
を
待

っ
て
個
人

の
資
格
で

指
定
さ
れ
た

一
定
の
区
画

の
中
に
墓
地
を
求

め
る
制
度
が
導
入
さ
れ

る
。

一
九
二
〇
年
代
後
半
に
矢
継
ぎ
早

に

「公
墓
條
例
」
(
一
九
二

八
年

一
〇
月
、
内
政
部
)
、
「廃
除
卜
笠
星
相

蜆
堪
輿
辮
法
J
(
1
九

二
八
年
九
月
)
、
「取
締
停
枢
暫
行
章
程
」
(
一
九
二
九
年
四
月
、
衛

生
部
)、

「取
締
経
営
迷
信
物
品
業
辮
法
J
(
1
九
三
〇
年
三
月
、
内

政
部
)
が
定
め
ら
れ
、
遺
体
の
処
理
に
関
す
る
法
整
備
が
進
め
ら
れ

て
い
た
が
、
国
家

に
よ
る
公
墓

の
設
置
は
主

に
南
京
、
江
門
、
杭

州
、
南
昌
に
お
い
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
大
都
市

で
は
、
流
入
人
口
を
含
め
た
人
口
圧
に
加
え

て
、
国
情
の
不
安
定

に

よ
る
交
通
網
の
寸
断
も
手
伝

っ
て
、
以
前

の
よ
う
に
棺
を
故
郷

へ
送
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り
返
す
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
寺
廟
の

一
部
が
埋
葬
や
火
葬
サ
ー
ビ

ス
を
提
供

し
私
立

の
積
儀
館

(
セ
レ
モ
ニ
ー
セ
ン
タ
ー
)
が
生
ま
れ

つ
つ
あ

っ
た
。

し
か
し
、
も
と
も
と
義
園
や
会
館
付
属
地
に
埋
葬
す
る
事
例

の
少

な

い
地
方
都
市
に
お
い
て
は
県
公
墓
建
設

の
必
要
に
迫
ら
れ
ず
、
政

策
の
優
先
度

は
高
く
は
な
か

っ
た
。
現
存
す
る
行
政
文
書

の
記
録
お

よ
び
当
該
地
域
の
調
査
か
ら
は
お
そ
ら
く
こ
の
時
点
で
の
公
墓
政
策

が
空
文
に
終
わ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

遅
々
と
し
て
進
ま
ぬ
墓
地
政
策

の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
べ
く
、

一
九
三
六
年
前
後
に
は

「婚
葬
儀
杖
調
査
」
に
よ
る
冠
婚
葬
祭

の
質

問
調
査
を
経

て

「公
墓
暫
行
條
例
」
(
一
九
三
六
年

一
〇
月
、
行
政

院
)
が
再
度
提
出
さ
れ
て
い
る
。
陳
西
省
で
も

「設
立
公
墓
実
施
辮

法
J
(
1
九
三
五
年
)
を
布
告
し
、
各
県
の
責
任
と
監
督
下
に
全
住

民
を
対
象

と
し
た
公
墓

の
建
設
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
す

べ
て
の
人

々
を
対
象
と
し
た
墓
地

の
建
設
と
い
う
発
想
は
容
易
に
は

理
解
さ
れ
な
か

っ
た
。
県

に
よ
っ
て
は
後
述
す
る

「抗
戦
傷
亡
将
士

公
墓
」
と
混
同
さ
れ
、

公
墓

の
建
設
が
遅
れ
て
い
る

(資
料
1
)。

加
え
て

「各
郷
鎮
は
各
村
を
連
ね
て
均
し
く
公
葬
墓
地
を
定
め
る
こ

と
。
田
畑

の
公
有
、
私
有
を
問
わ
ず
、

一
律
に
人
民
が
勝
手
に
墳
墓

を
作
る
こ
と
を
厳
禁
す

る
」
(
「郡
県
擬
定
奉
令
辮
理
公
墓
地
区
辮

法
」

一
九

三
五
年
四
月
四
日
)
と
実
行
困
難
な
条
件
を
設
定
し
た
県

が
少
な
く
な

い
こ
と
も
法
令
が
遵
守
さ
れ
な
い
理
由
と
な

っ
た
。
資

金
不
足
や
土
地
確
保

の
遅
延
も
手
伝

っ
て
、
甚
だ
し
き
は
公
墓
該
当

地

の
調
査
書
を
作
成
し
た
の
み
で
着
手
す
ら
し
な
い
事
例
も
見
受
け

ら
れ
る
。

一
九
四
四
年
に
な
る
と
、
改
め
て

「公
墓
暫
行
条
例
」
の
遵
守
を

促
す
陳
西
省
民
政
庁

の
通
達
、
県
政
府

の
訓
令
が
な
さ
れ
る
。
各
県

の
反
応
に
温
度
差
が
あ

っ
た

こ
と
か
ら
、

一
九
四
七
年
三
月
に
改
め

て
訓
令
が
出
さ
れ
、
県
を
頂
点
と
し
郷
、
保

に
公
墓
を
建
設
し
、
同

時
に
乱
雑
に
散
ら
ば
る
古

い
墳
墓

の
整
理
を
命
じ
て
い
る
。
あ
わ
せ

て
、
無
駄
の
多

い
葬
儀
を
反
省
改
良
し
、
社
会
の
困
窮
を
反
映
し
て

慎
ま
し
く
合
理
的
な
葬
儀
を
行
う
よ
う
提
案

さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に

至

っ
て
各
地
で
旧
来

の
義
地
を
改
造
す
る
、
新
規
の
土
地
を
購
入
す

る
な
ど
し
て
県
、
郷
鎮
、
村
を
単
位
と
し
て
恒
久
的
な
公
墓
建
設
が

実
行
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
時
期

の
特
徴
と
し
て
レ
ン
ガ
や
セ
メ
ン

ト
で
門
と
障
壁
を
設
け
、
耕
作
地
や
水
源
、
学
校
か
ら
距
離
を
と
り

衛
生
条
件
を
考
慮
し
た
様
式
が
整
え
ら
れ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

内
部
設
備
も
簡
素
で
は
あ

っ
た
が
植
樹
を
施
し
、
均

一
な
墓
穴
と
通

路
を
確
保
し
た
公
墓
と
い
う
概
念
に
ふ
さ
わ
し
い
代
物

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
多
く
の
県
、
郷
鎮
、
村
公
墓
は
完
成

目
標
年
を

一
九
四
六

年
か
ら
四
七
年
に
設
定
し
て
お
り
、
実
際
に
は
施
工
が
遅
れ
る
な
ど

し
て
ほ
と
ん
ど
が
死
者
を
埋
葬
す
る
こ
と
な
く
中
華
人
民
共
和
国

の

成
立
を
迎
え
て
い
る
。

中
華
民
国
期
の
公
墓
は
県
、
郷
鎮
、
行
政
村

に
ま
で
公
共
の
墓
地

を
付
属
せ
し
め
る
と

い
う
計
画
が
行
き
届

い
た
点
で
近
代
的
な
公
墓

思
想
が
陳
西
省
と
い
う
内
陸
部

の
地
方
都
市

に
進

入
し
た
端
緒
と
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資 料11930年 代か ら1949年 にお け る市 民 を対 象 とした公 墓 と戦 没者 墓地 の 混乱

〔陳西省浬陽県の事例〕

「陳西省脛陽縣設置公墓進度考核表」1944年(部 分)

「代電府民三字第9648號 文件」1944年

「脛陽下縣長三十三年十二月二十三 日脛民字第三六五號呈賢附件均未査設置公墓與抗職陣

亡將士公墓性質不同、該縣將抗職陣亡將士公墓進度情形填入設置公墓進度考核表殊有未合

(以下略)」(傍 点は筆者 による)

国民すべてが被埋葬権 を持つ公墓 とい う観念 は順調に普及せず、各地で戦没者顕彰 の作用

をもっ抗戦陣亡将士公墓(下 図)と の間で混乱 を引 き起 こ し、改めて公墓建設を求められ る

こととなる。

浬陽縣抗戦陣亡將士公墓(「 建立抗職陣亡將士公墓報告」資料番号 なし、よ り)

階級 に応 じて大小の差があるものの、基本的には盛土状の簡素な墓地であ る。 多 くの県で

は従来 の義地(貧 困者、同郷、 同業者を埋葬す る墓地)を 転用発展 させ ることで対応 した。

互63一 中国の葬儀改革にみる連続 と変容



い

っ
て
よ
い
。
残
念
な
が
ら
十
分
に
根
付
く

こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

血
縁
集
団
で
は
な
く
、
個
人

の
資
格
を
も

っ
て
埋
葬
さ
れ
る
と
い
う

遺
体

の
統

一
管
理
の
目
標
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
中
華
人
民
共

和
国
期
、
新
た
な
墓
地
政
策
が
提
示
さ
れ
て
以
降
同

一
の
場
所
を
公

墓
と
し

て
継
続
利
用
す
る
事
例
か
ら
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
従
来

詳
述
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

こ
の
時
期

の
墓
地
政
策
が
今
日
の
葬
儀
改

革

へ
と
接
木
さ
れ
る
関
係
性
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
、
大
局
的

に
み
て
葬
儀

の
改
革
が
衛
生
的
か

つ
進
歩
的
な
葬
儀

の
あ
り
方
を
追

及
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
新
文
化
運
動
か
ら
こ
の
時
期
ま
で
に
キ
ー

ワ
ー
ド

と
な
る
墓
地
や
火
葬
、
迷
信
的
習
俗
の
改
変
や
資
源
節
約
型

葬
儀

の
実
行
は
す
で
に
出
揃

っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
お
き
た

い

。以
上
、
中
華
民
国
期

に
お
け
る
陳
西
省
の
公
墓
建
設
利
用
状
況
を

概
観
し
た
。
た
だ
、
現
在

の
公
墓

に
連
な
る
系
譜
は
国
民
を
対
象
と

し
た
集
合
性
墓
地
だ
け
で
は
な
い
。
公
墓

の

一
部
が
陵
園
と
名
乗
る

こ
と
か
ら
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
墓
地
を
死
体
の
処
理
に
と
ど
ま
ら

ず
社
会
的
な
意
味
を
発
生
さ
せ
る
場
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
も
う
ひ
と

つ
の
埋
葬
施
設
の
果
た

し
た
意
義
を
無
視

で
き
な

い
。

口

革
命
墓
地

資
料

か
ら
推
察
で
き

る
範
囲
に
お
い
て
、
陳
西
省
に

「公
墓
的
な

も

の
」

が
最
初

に
形
成

さ
れ
た

の
は
、

一
九
二
七
年

に
さ
か

の
ぼ

る
。
劉
鎮
華
指
揮
下

の
鎮
嵩
軍
と
西
安
守
備
軍
に
よ
る
戦
闘

の
結

果
、
国
民
連
軍
の
到
着

に
よ
る
戦
局

の
打

開
ま

で
約
八
か
月
に
わ

た

っ
て
西
安
は
孤
立
し
、
民
間
人
を
中
心
に
三
千
人
近

い
餓
死
者
、

戦
病
没
者
を
出
す
惨
劇
と
な

っ
た
。
「公
墓

的
な
も
の
」
と
は
、
こ

れ
ら
の
遺
体
を
県
城
北
部
に
作

っ
た
二
つ
の
墓
穴
に
合
葬
し
、
前
方

広
場
に
て
追
悼
式
を
行

っ
た
事
例
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
墓
苑
は
、

陳
西
省
政
府

に
よ
る
遺
体
処
理
政
策
の
萌
芽

で
は
あ

っ
た
が
、
埋
葬

資
格
が

一
回
性
の
事
件
に
限
定
さ
れ
る
点

で
前
述
の
意
味
で
の
公
墓

と
い
う
に
は
問
題
が
あ
る
。
『新
秦
日
報
』

に
よ
れ
ば
、
遺
棄
さ
れ

た
遺
体
処
理
に

つ
い
て
の
建
議
を
発
端
と

し
て
追
悼
会
が
企
画
さ

れ
、
そ
の
後
合
計
七
回
の
準
備
会
議
を
経
て
、
国
民
聯
軍
在
陳
総
司

令
部
に
よ
る
死
亡
軍
人
、
受
難
人
民
の
追
悼
式
が
催
さ
れ
る
こ
と
と

な

っ
た
。
事
件

の
記
念
性
、
大
量
死
の
位
置

づ
け
を
め
ぐ
る
議
論

の

中
で
、
名
称
を

「陳
西
革
命
大
祭
」
と
改
め
、
墓
地
全
体
を

「革
命

公
園
」
、
墓
碑
を

「国
膓
墓
碑
」、
合
同
葬
の
行
わ
れ
た
墳
墓
を

「陳

西
革
命
殉
難
軍
民
合
同
塚
」
と
し
て
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
化
し
て
ゆ
く
過

ム
ヰ
　

程
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
で
に

「警
察
庁
義
地
」
や

「官
府
義
地
」

の
例
は
あ

る
も
の

の
、
そ
の
名
称
で
あ
る

「義
地
」
が
示
す
よ
う
に
、
軍
属
の
戦
没
や

戦
乱
に
際
し
て
の
民
間
人
死
者
を
祭
り
得

る
新
た
な
展
望
は
十
分
に

　
　
　

確
立
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
陳
西
革
命
の
時
期
に
は
ま
だ

中
華
民
国
と
し
て
国
事
に
関
す
る
死
者
を
意

味
づ
け
体
系
的
に
処
理

す
る
制
度
が
完
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
軍
民
合
同
塚
に
至
る

道

の
り
は
創
造
性
豊
か
な
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
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類
似

の
性
格
を
も

つ
墓
地
に
、

l
o

l
l
年

の
黄
花
闇
蜂
起
を
契

機
と
し
て

一
九
二

一
年
に
基
礎
部
を
完
成
さ
せ
た
広
州
黄
花
陶
公
園

が
あ
る

[王

二
〇
〇
五

"
二
四

一
-
二
五
三
]
。
た
だ
、
黄
花
歯
公

園
が
蜂
起

の
犠
牲
者
七
十

二
烈
士
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
年
々
増
加

す
る
事
件
と
無
関
係
な
人
々
の
墓
地
を
排
除
し
、
革
命

の
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
と
し

て
特
化
し

て
い
っ
た

の
に
対
し
て
、
陳
西
革
命
公
園
で
は

埋
葬
さ
れ
た
死
者
の
ほ
と
ん
ど
が
民
間
人
で
あ
り
、
死
因
も
餓
死
や

病
死
が
多

か
っ
た
こ
と
か
ら
革
命
に
殉
じ
た
人
々
と
し
て
積
極
的
に

位
置
づ
け

て
ゆ
く

こ
と
が
当
初
か
ら
困
難
で
あ

っ
た
。
結
果
、
黄
花

高
公
園

の
事
例

の
よ
う
な
革
命

の
聖
地
と
し
て
の
墓
苑
化

は
進
ま

ず
、
「園
中

に
管
理

の
者
な
く
、
草
が
生

い
茂
る
」
と

い
う
無
縁
墓

ム
ビ
　

と
し
て

の
義
地
に
近
し
い
状
況
を
呈
す
る
こ
と
と
な
っ
た

[
何

一

九
三
二

(
一
九
七

一
)]
。
国
家
の
名

の
下
に
整
備
さ
れ
た
墓
苑
で
あ

り
な
が
ら
墳
墓
の
呼
称
が

「万
人
塚
」
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
人
々
に

は
死
の
非

正
当
性
を
喚
起
さ
せ
る
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
た
中
間

的
な
存

在
と
い
え
よ
う

[中
共
西
安
市
委
党
史
研
究
室
編

一
九
九

三
]
。日

中

戦
争
、
国
共
内
戦
が
激
化
す
る
に
つ
れ
て
、
大
規
模
な
戦
闘

に
晒
さ
れ
な
か
っ
た
陳
西
省
の
地
方
都
市
に
お
い
て
も
軍
の
病
院
で

の
死
亡
者
と

い
う
形

で
遺
体
が
増
加
し
て
い
た
。
資
料

1
で
見
た
よ

う
に
、
か
れ
ら
を
埋
葬
す
る
場
所
と
し
て
義
地
が
使
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
公
墓

の
位
相
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
死

者
が
伝
統
的
な
中
国
文
化
に
お
い
て
は
、

「戦

に
よ
り
落
命
す
る
」

「異
地

で
客
死
す

る
」
「
天
寿
を
全

う
せ
ず

逝
去
す

る
」

と

い
う

「属
」

(悪
鬼
)
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
こ

と
は
あ
な
が
ち
間
違

い
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
革
命
墓
地

や
陣
亡
公
墓
と
い
っ
た
、
国
家
と
結
び
付
け
ら
れ
た

一
部

の
埋
葬
施

設
に
お
い
て
も
、
地
域
社
会
で
は
義
地
や
漏
沢
地
と
近
似
の
存
在
と

し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
。

li
l

共
産
党
政
権
の
墓
地
政
策

陳
西
省
北
部
に
は
甘
陳
寧
辺
区
政
府
が
誕
生
し
て
い
る
の
で
、
続

い
て
彼
ら
の
墓
地
政
策
を
比
較
し
て
み
た
い
。
結
論
を
先
取
り
す
れ

ば
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
か
ら
は
国
民
党
の
体
系
化
し

つ

つ
あ

っ
た
葬
儀
改
革
と
同
じ
規
模
の
政
策
を
見

つ
け
る
こ
と
は
で
き

な

い
。
数
少
な

い
葬
儀
に
関
す
る
文
書
の
な

か
で
は
、
民
政
庁
に
よ

る
生
活
慣
習
の
改
革
案
、
文
教
組
の
提
出
し
た
喪
事
礼
俗
改
革
案
が

特
出
し
て
い
る
程
度

で
あ
り
、
葬
儀
と
く
に
墓
地
に
関
す
る
慣
習
が

ムァ
　

積
極
的
な
改
革
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
は
言

い
が
た
い
。
初
期
に
は

「迷
信
を
取
り
除
く
」
と
す
る
項
目

の
な
か

で
簡
単
に
墓
堀
人
夫

へ

の
賃
金
を
制
御
す
る
よ
う
指
示
が
あ
る
に
過
ぎ
な

い
。
後
日
、
改
め

て
葬
儀
に
関
す
る
慣
習

の
改
革
を
三
つ
に
わ
け
、
ω
若
い
風
水
師

の

思
想
改
造
、
②
葬
儀
全
体
の
簡
素
化
、
③
風
水
師

に
支
払
わ
れ
る
費

用
の
制
限
、
具
体
的
に
は
労
働
者

の
二
倍
か
ら
三
倍
の
範
囲
に
収
め

日
当
と
し
て
計
算
す
る
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「こ
れ
を

行
う
の
に
急
ぎ

す
ぎ
、
強
制
的
な
命
令
方

式
を
用
い
て
は
な
ら
な
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い
」
と

し
て
い
る
か
ら
、

一
九
四
九
年
以
降

に
現
れ
る
よ
う
な
硬
直

し
た
命
令
と
し
て
の
葬
儀
改
革

で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る

[陳
西

省
社
会
科
学
院
編

一
九
九

一
]
。

礼
俗
改
革

の
力
点
は
、
巫
婆
ら
が
葬
儀

の
日
取
り
を
決
定
す
る
随

習
、
迷

信
的
儀
礼

の
実
行

に
関
与
す
る
人
々
を
改
め
る
こ
と
に
あ

り
、
前
後
し
て
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
た

「巫
神
が
邪
な
行

い
を
改

め
正
し

い
道

に
戻
り
、
迷
信
に
使
う
道
具
は
鋤
に
な

っ
た
」
な
ど
迷

信
改
革

の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
の

一
部

で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
で
き

る
。
五
〇
年
代
の
墓
葬
改
革
に
み
ら
れ
る
意
味
で
の
革
命
、

つ
ま
り

社
会

の
運
動
原
理
を
神
や
霊
魂
と
い
っ
た
超
自
然
的
存
在
か
ら
取
り

戻
し
、

よ
り

「科
学
的
な
」、
人
間

の
労
働

に
よ
る
地
平

へ
と
転
換

を
図
る
方
向
性

が
特
出
し
て
い
る
。
同
時
に
、
当
時

の
共
産
党
に

と

っ
て
人
々
の
埋
葬
問
題
は
、
強
制
結
婚
や
童
養
嬉

の
廃
止
に
見
ら

れ
る
婚

姻
改
革
や
纏
足
の
禁
止
と
並
び
う
る
よ
う
な
問
題
と
は
認
識

さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

で
き
る
。

一
般

の
人
々
が
利
用
す
る
墓
地

の
管
理
に
大
き
な
関
心
が
払
わ
れ

て
な
い

一
方
で
、
特
定

の
死

の
あ
り
方
に
つ
い
て
顕
彰
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
十
分
な
注
意
が
注
が
れ
て
い
た
。
甘
陳
寧
辺
区
政
府
時
期

の
早
い
段

階
に
現
れ
た
、
墓
地
に
現
れ
る
死

の
顕
彰
と
し
て
は
、
た

と
え
ば
劉

志
丹

(
一
九
〇
三
ー

一
九
三
六
)

の
墓
地
建
設
が
挙
げ
ら

れ
る
。
陳

西
省
北
部
に
共
産
党
政
府

の
拠
点
を
築
く
上
で
大
き
な
功

績

の
あ

っ
た
劉
に
対
し
て
は
、
墓
地
と
い
う
よ
り
は
陵
墓
と
い
う
ベ

へ
お
　

き
壮
大

な
埋
葬
施
設
が
建
設
さ
れ
た

(
一
九

四
〇
年
建
設
開
始
)
。

こ
れ
は
完
全
な
個
人
墓
で
あ
り
、
本
稿

の
い
う
公
墓
概
念

は
当
て
は

ま
ら
な
い
も
の
の
、
後
に
は
革
命

へ
の
功
績

が
認
め
ら
れ
た
故
人

の

顕
彰
を
進
め
る
過
程
で
親
族
や
地
域
を
越
え
、
政
治
性
を
結
束
点
と

す
る
集
合
墓
地
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
革
命
を
記
念

し
た
墓
地
で
あ
る
。

甘
陳
寧
辺
区
政
府
に
よ
る
公
墓
の
鏑
矢
は

「革
命
公
墓
地
」

(
一

九
四

一
年
)
に
求
め
ら
れ
る
。
幹
部

の
飛
行
機
事
故
死
を
契
機
に
形

成
さ
れ
た
こ
の
墓
地
は

「公
事
に
よ
り
疲
労
憔
惇
し
疾
病
で
死
亡
し

た
者
、
敵
機
の
爆
撃

で
死
亡
し
た
者
、
戦
場

に
命
を
投
げ
出
し
壮
烈

に
犠
牲
と
な

っ
た
者
」
を
埋
葬
対
象
と
し
、
七
月
七
日
を
記
念
式
典

と
す
る
革
命
顕
彰
墓
地
で
あ
り
、

一
般

の
人

々
に
開
放
さ
れ
た
も
の

ム　

　

で
は
な

い
。
彼
ら
の
言
う
公
墓
は
こ
の
時
点

で
は
本
稿
の
注
目
す
る

国
民
の
埋
葬
を
統
制
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
民
国
政
府

の
墓

地
政
策

で
言
え
ば

「国
膓
公
墓
J
(
1
九

四
六
年
)
、
「中
日
陣
亡
遺

骸
公
墓
」
計
画

(
一
九
四
七
年
)
に
対
応
す

る
も
の
で
あ

っ
た
。
特

化
さ
れ
な
い
多
く
の
死
は
戦
闘
地
区
に
埋
葬

し
ご
く
簡
単
な
土
盛
を

作
り

「木
牌
や
石
垣
を
加
え
て
標
識
を
樹
立

し
、
も

っ
て
識
別

の
資

と
な
す
よ
う
に
」
と
い
っ
た
程
度

で
あ
り
、
友
軍
と
認
識
で
き
な
い

遺
体

は

「群
集
を
動
員
し
野
晒
し
の
死
体
を
捜
索
し
、
村
か
ら
二
里

以
上
離
れ
た
場
所
に
埋
葬
し
、
そ
の
深
さ
は
地
面
よ
り
三
尺
以
下
と

し
て
、
往
時
深
く
埋
め
な
か

っ
た
死
体
は
新

た
に
埋
め
な
お
す
べ

ムリ
　

し
」
と
し
て
い
た
。

省
内

で
も
大
規
模
な
戦
役
が
発
生
す
る
と
烈
士
陵
園
を
建
設
し
典
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礼
空
間
と
し
て
整
備
し
て
ゆ
く
動
き
が
あ
ら
わ
れ
る
。
す
で
に
激
し

い
戦
闘
を
経
験
し
て
い
た
地
域

の
例
を
援
用
し
て
、
愛
国
戦
争
を
勝

利
す
る
た
め
に
後
方
人
民
の
団
結

と
発
揚
を
目
標
と
し
、
党
に
係
わ

る
死
者
の
墳
墓
を
掃
除
整
理
し
、
忘
却
や
破
損
を
防
ぎ
、
生
徒
を
動

ム
ロ
　

員
し
た
記
念
式
典
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
後
、
共
産
党
の
優
勢
の
な
か
で
戦
闘
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
遺
体
の
処
理
を
め
ぐ

っ
て
行
政
指
示
や
通
達
が
た
び
た
び

発
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
現
存

す
る
墓
地
に
係
わ
る
通
達
は
、
烈

士
家
族
に
よ
る
遺
体
捜
索
と
運
搬
を
め
ぐ
る
方
便
を
図
り
運
搬
を
め

ぐ
る
公
費

の
支
給
を
中
心
と
し
て
お
り
、
直
接
に
当
該
地
域
の
人
々

　に
　

を
含
む
も

の
で
は
な
い
。

以
上
、

一
九
四
九
年
以
前

の
共
産
党
に
よ
る
墓
地
政
策
を
概
観
し

て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
特
徴

は
特
定
の
死

の
あ
り
方
を
中
心
に
葬

儀
を
め
ぐ
る
政
策
が
形
成
さ
れ
る
状
況
に
あ

っ
た
。
葬
儀
の
な
か
に

見
ら
れ
る

「迷
信
」
を
排
除
す
る
萌
芽
は
す
で
に
現
れ
て
い
る
も
の

の
、
葬
儀
政
策
と
し
て
は
部
分
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
近
代
国
家

に
お
い
て
死
の
管
理
と
記
憶
、
意
味

の
再
構
築
が
交
錯
し
つ
つ
行
わ

れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
上
述
の
よ
う
な

烈
士

へ
の
偏
重
は
の
ち

の
葬
儀
改
革

の
な
か
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ

る
毛
沢
東

の
言
葉

に
良
く
現
れ
て
い
る
と

い
え
る
。

今
後
わ
れ
ら
が
隊
伍

の
中
で
誰
が
死

の
う
が
、
そ
れ
が
炊
事

係

で
あ
れ
戦
士
で
あ
れ
、
有
益
な
仕
事
を
し
た
こ
と
の
あ
る
者

で
あ
れ
ば
、
わ
れ
ら
は
彼

の
葬
儀
を
行

い
追
悼
会
を
開
く
。

こ

ハお
　

れ
を

一
つ
の
制
度
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
、

こ
の
言
葉

は
炭
窯

の
崩
落
で
事
故
死
し
た
党
員
張
思

徳

の
追
悼
会
会
場
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
「有
益
な
仕
事
を
し
た
」
者

の
死
を
起
因

と
し
て
お
り
、
死
に

意
味
を
見
出
し
、
選
択
す
る
意
図
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
早

い
段
階
か
ら
個
別

の
事
件
を

一
定

の
判
断
基
準
に
従

っ
て

「我
々
の
歴
史
」
と
し
て
再
編
成
す
る
強
力

な
傾
向
性
が
見
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
す
で
に
こ
の
時
点
か
ら
ワ
ト

ソ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う

な
、
新
た
な

「鬼
」
を
記
憶
し
秘
め
ら
れ
た
歴
史
を
語
る
可
能
性
に

つ
い
て
、
限
定
が
加
え
ら
れ

て
い
た
と
考

え
る

こ
と
が

で
き
る

[W
atso
n
19
94
]
°

二

中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
公
墓

e

一
九
四
九
年
以
降
の
墓
地
政
策

前
節

で
概
述
し
た
よ
う
に
、
共
産
党
政
権

で
は
国
民
全
体
を
対
象

と
す
る
墓
地
政
策
が
十
分
に
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
華
人
民
共
和
国

を
樹
立
し
た
後
は
葬
儀
政
策
と
し
て
迷
信
打

破
運
動
を
行

い
つ
つ
、

国
民
の
墓
地
に
関
し
て
は
多
く
の
部
分
を
民
国
時
期

の
政
策
を
引
き

継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。
全
国
的
に
は

一
九
四
九
年
か
ら
五
三
年
に
か

け
て
、
葬
儀
関
連
施
設

(葬
儀
場
、
火
葬
場
、
公
墓
)
が
国
家
に
接

収
、
国
有
化
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
都
市

に
は
十
分

に
機
能
を
果
た
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し
う
る
公
営
私
営

の
墓
地
が
成
立
し
て
い
な
か

っ
た
た
め
大
き
な
進

捗
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
葬
儀
改
革
を
論
じ
る
う
え
で
重
要
な

一

九
五
六
年

の
火
葬
提
唱
も
施
設
を
も
た
な
い
地
方
都
市
に
お

い
て
は

即
時
的
な

展
開
に
は
至
ら
な
い
。
翌
々
年
に
は
県
か
ら
村
ま
で
を
含

む
範
囲
を
対
象
と
し
て
省
内
各
地

で

「墓
葬
改
革
」
(葬
儀
改
革

の

前
身
)
の
通
達
が
な
さ
れ
て
い
る
。
陳
西
省
各
地
の
農
村
部

に
と

っ

て
こ
れ
が
は
じ
め
て
の
強
制
的
実
行
力
を
も
っ
た
墓
地
政
策
と

い
え

よ
う
。

こ
の
段
階

で
は
、
農
業
生
産

の
大
躍
進
を
図
り
、
葬
送
礼
俗
に
深

く
結
び

つ
く
迷
信
を
打
ち
破
る
こ
と
で
大
革
新
を
遂
げ
る
こ
と
が
目

ム
け
　

的
に
掲
げ

ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
旧
墓
地
を
移
動
し
新
た
な
埋
葬

は
す
べ
て
地
上

に
土
盛
を
残
さ
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
、
ω
耕
地
面
積

を
拡
大
し
生
産
性
を
向
上
さ
せ
増
収
を
図
る
、
②
土
地
を
平
ら
に
す

る
こ
と
で
従
来

の
耕
作

に
も
利
点
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
新
型

の

農
機
具
導
入
に
も
有
利

で
あ
る
、
⑧
墓
地

の
雑
草
を
取
り
除
く
こ
と

で
害
虫
が
隠
れ
る
場
所
を
無
く
す
、
㈲
迷
信
を
打
破

し
、

「移
風
易

俗
」
を
打
ち
立

て
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
以
下

の
五

つ

の
施
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
①
墳
墓
を
開
き
土
饅
頭
を
均
す
、
②

公
墓
を
建

設
す
る
、
す

で
に
公
墓
が
あ
れ
ば
果
樹
公
墓

へ
作
り
変
え

る
、
③
以
後
、
遺
体

は
深
く
埋
葬
し
、
土
饅
頭
を
作
ら
な

い
、
④
起

伏
の
激
し

い
土
地

で
は
崖
に
横
穴
を
穿
ち
墓
穴
と
す
る
、
⑤
徐
々
に

火
葬
を
推

進
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
第
四
項
目
に
み
え
る
、
黄
土
高

原
特
有

の
侵
食
に
よ

っ
て
発
生
し
た
地
形

「源
」
を
利
用
す
る
な
ど

は
当
該
地
域

の
状
況
を
反
映
す
る
も
の
で
、
上
層
部
の
決
定
が
地
域

に
画

一
的
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
中
央

で
は
最
終
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
火
葬
も
設
備
を
持
た
な

い
地
方

都
市
お
よ
び
周
辺
地
域
で
は
事
実
上
不
可
能

で
あ
る
か
ら
簡
単
に
書

き
足
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
墓
葬
改
革
は
、
社
会
主
義
的
生
産
と
社
会
服
務

の
た
め
に
行

う
運
動
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
と
い
う

の
は
、
運
動
の
結
果
期

待
さ
れ
る
成
果
は
生
産
性
が
飛
躍
的
に
向
上
す
る
、
ま
た
新
社
会
で

の
幸
福
は
風
水
師
や
神

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
運
命
論
に
よ
る
も
の
で
は

な
く
、
労
働

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
浸
透
さ
せ
る
だ
け
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
議
論

に
よ
れ
ば

、
改
葬
は
人
々
に
忌
み

嫌
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
当
然
死
者
に
対

し
て
哀
悼
と
紀
念
の
思

念
を
も

っ
て
こ
れ
を
実
施
す
る
。
よ

っ
て
、

「共
産
主
義
的
道
徳
基

準
を
人
民
に
教
育
す
る
」
こ
と
に
利
用
で
き
、
そ
の
論
理
は
死
者
を

紀
念
す
る
こ
と
で
人
々
の
団
結
を
強
め
生
産

を
鼓
舞

で
き
る
と
位
置

づ
け
て
い
た
。
こ
の
公
墓
は
今
日
の
農
村
部

に
み
ら
れ
る
墓
地
の
端

緒
と
な
っ
て
い
る
。
省
内
中
部
の
あ
る
県
で
は
こ
の
運
動
に
よ
り

一

万
三
四
二
八
基

の
墳
墓
が
平
坦
化
さ
れ
、
二
六

一
四
畝
の
耕
作
地
が

回
復
さ
れ
、
二
〇
〇
以
上

の
公
墓
が
建
設
さ

れ
た
と
報
告
さ
れ
た
よ

う
に
、
中
華
民
国
以
来

の
墓
地

の
統

一
管
理

は
こ
こ
に
至

っ
て
全
面

的
な
成
果
を
収
め
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
運
動
は
農
業
生
産

に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
村
落
で
の
実

施
を
念
頭
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
都
市
的
な
状
況
、
す
な
わ
ち
人
口
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が
密
集

し
埋
葬
可
能
な
土
地
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
点
を
考
慮
し
た

も

の
で
は
な
い
。
地
方
都
市
で
は
、
墳
墓

の
平
坦
化
を
積
極
的
に
推

し
進
め
る

一
方
で
、
固
定
的
な
埋
葬
地
と
し
て
の
公
墓
を
形
成
す
る

に
は
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
な

か

っ
た
。
さ
ら
に
、

一
九
六
〇
年
前

後

の
政
治
経
済
的
な
混
乱
は
新
た
に
提
唱
さ
れ
た
公
墓

の
収
容
量
を

超
え
る
多
数

の
死
者
を
生
み
出
し
、
郊
外
や
農
村
の
随
所
に
墳
墓
が

見
ら
れ
る
旧
来

の
状
況

へ
と
急
速
に
回
帰
し
て
い
っ
た
。

〔
日

「墓
葬
改
革
」
か
ら

「積
葬
改
革
」

へ

一
九
六

一
年
に
な
る
と
内
務
部

に
よ
る
葬
儀
礼
俗
の
改
革
が
検
討

さ
れ
、

こ
の
結
果
、
民
政
部
の
下
位
部
門
に
専
門
部
署
を
設
け
て
葬

ムほ
　

儀
改
革

の
四
大
項
目
を
推
し
進
め
る
こ
と
と
し
た
。
こ
こ
で
明
記
さ

れ
た
四
大
項
目
が
現
在
の
葬
儀
改
革
に
お
け
る
基
礎
と
な
る
の
で
各

項

目
を
簡
単

に
挙
げ

て
お
き
た

い
。
は
じ
め
に
火
葬

の
推
進

が
あ

る
。
た
だ
し
、
全
国
を

一
律
に
火
葬
に
改
め
る
の
で
は
な
く
、
設
備

の
整

っ
て
い
る
大
都
市
か
ら
始
め
て
徐
々
に
中
小
都
市
に
火
葬
場
を

建
設
し

て
ゆ
く
段
階
的
な
普
及
方
法
を
と
る
。

二
番
目
に
、
荒
地
や

痩

せ
地

を
利
用
し
て
公
墓
を
建

て
土
葬
を
改
革
す
る
。
土
葬
改
革

の

言
葉
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
以
前
の
よ
う
な
墳
墓
の
散
在
を
防
ぎ

公
墓

の
な
か
に
集
中
す
る
こ
と
で
統

一
的
管
理
を
図
る
こ
と
を
指

す
。
三
番
目
は
葬
送
の
旧
俗
を
打
破
し
節
約
的
葬
儀
の
確
立
を
目
指

す
。
埋
葬

の
吉
日
選
択
や
野
辺
送
り
に
用

い
ら
れ
る
紙
細
工
な
ど

「迷
信
」

を
取
り
や
め
、
木
材

の
乱
費

で
あ
る
棺
材
を
廃
止
し
た

り
、
盛
大
な
葬
儀
を
禁
止
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
最
後
に
、
葬
儀

改
革
を
推
進
す
る
単
位
を
行
政
地
区
と
定
め
、
葬
儀
関
連
事
業

の
統

一
管
理
を
新
た
に
設
け
ら
れ
る
専
門
部
署

の
管
轄
と
規
定
し
た
。

こ

の
方
針
は
大
都
市
を
含
む
全
中
国
を
想
定
し
た
も

の
と
は
い
え
、
火

葬
を
改
革

の
先
頭
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、

先
年

の
火
葬
宣
言
と
補

強
し
あ
う
形
で
あ
た
か
も
葬
儀
改
革
が
火
葬

化
推
進
と
同
等
に
受
け

取
ら
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
。
事
実
、

一
九
六
五
年
の
大
中
都

市

に
お
け
る
全
国

一
斉
葬
儀
改
革
実
施

の
際

に
は
、

「葬
儀
改
革
工

作

に
つ
い
て
の
意
見
」
に
前
後
し
て
改
革
進

展
を
火
葬
場
の
建
設
数

で
測
定
す
る
状
況
が
見
出
さ
れ
る
。
翌
年

の
座
談
会

で
も
同
様
に
火

ムめ
　

葬
場
の
議
論

に
収
敏
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
革
命
的
雰
囲
気

は
徐
々
に
地
方

へ
も
伝
播
し
、
省
内
の
中
規
模
都
市

で
は

一
九
七
七

年
頃
か
ら
各
地
区
の
革
命
委
員
会
に
て
火
葬

場
建
設
が
議
論
さ
れ
、

用
地
や
資
材
の
確
保
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の

一
方
で
、
各
地

で
建
設
半
ば
に
あ

っ
た
大
規
模
な
公
墓

は

一

時
的
に
使
用
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も

っ
と
も
規
範
的
な

墓
地
の

一
つ
で
あ
る
西
安
三
兆
公
墓
も
こ
の
時
期

に
は
火
葬
土
葬
の

別
を
問
わ
ず
単
位
外
部
者
の
埋
葬
を
停
止
し

て
い
る
。
墓
地

の
発
展

的
代
替
施
設
と
し
て
、
火
葬
場
に
併
設
さ
れ

た
遺
骨
保
管
所

(骨
灰

寄
存
処
、
紀
念
堂
)
の
利
用
が
急
増
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
多
く
の

死
者
は
火
葬
さ
れ
数
年
間
は
遺
灰
と
し
て
保
存
さ
れ
る
が
最
終
的
に

は
処
分
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
地
中
深
く
埋
葬

さ
れ
る
こ
と
で
、
完
全

な
消
滅
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
公
墓
と
い
え
ど
も
土
地
を
占
有
す
る

中国の葬儀改革にみる連続と変容i69



施
設
で
あ
り
、

「死
者

が
生
者
と
土
地
を
争
う
」
事
態
を
根
本
的
に

解
決
す
る
た
め
に
は
墓
地

の
存
在
そ
の
も
の
が
議
論
の
組
上

に
乗
せ

ら
れ
た

の
だ
っ
た
。
従
来

の
研
究

で
は
、
文
化
大
革
命
に
伴
う
混
乱

ハ
ロ
　

が
葬
儀

改
革
の
実
施
を
遅
ら
せ
た
と
す
る
指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
改
革
の
主
体
と
な
る
べ
き
民
政
局
が
機
能
停
止
し
て
い
た
に

す
ぎ
ず

、
火
葬
場
の
普
及
、
火
葬
率

の
上
昇
、
死
に
か
か
わ
る
行
為

観
念

の
シ
ス
テ
ム
を
再
編
成
す
る
意
味
で
は
、
こ
の
時
期

こ
そ
が
葬

儀
改
革

の
発
展
時
期
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
、
人
口
規
模

の
小
さ
い
、
火
葬
場
建
設
が
急
が
れ
な
か
っ

た
地
域

に
視
野
を
転
じ
て
み
よ
う
。

一
九
七
〇
年
代
後
半
、
地
方
小

都
市

で
は
簡
素
な
県
城
付
随

の
公
墓
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
火
葬
場

建
築
に
代
わ
る
第

二
の
施
策
、

つ
ま
り
荒
地
を
利
用
し
た
土
葬
改
革

の
推
進

で
あ
る
。
公
墓

が
火
葬
場
の
代
替
物
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、

当
然
、
初
期
の
埋
葬
者

は
土
葬

で
あ
る
。
埋
葬
者
、

つ
ま
り
革
命

の

推
進
者

も
政
治
社
会
的
風
潮
を
反
映
し
工
場
労
働
者
に
限
ら
れ
て
い

た
。
か
れ
ら
は
生
産
に
携
わ
る
な
か

で
事
故
に
よ
り
落
命
し
、
そ
の

死
因
ゆ
え
に
社
会
建

設

の
先
鋒
と
し
て
顕
彰
さ
れ
た
。
葬
儀

に
あ

た
っ
て
盛
大
な
追
悼
式

が
開
か
れ
、
単
位
に
よ
っ
て
治
喪
委
員
会
が

組
織
さ
れ
家
族
と
い
う
よ
り
社
会

の
構
成
員
と
し
て
追
悼
さ
れ
て
い

る
。
そ

の
死
は
労
働
条
件

の
劣
悪
性
や
本
人
の
過
失
と
い
っ
た
問
題

か
ら
切
り
離
さ
れ
、
革
命

の
視
点
か
ら
再
度
捉
え
な
お
さ
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
社
会
的
な
意
味
を
獲
得
し
、
完
成
し
た
ば
か
り
の
公
墓
に

埋
葬
さ
れ
る
こ
と
で
永
遠
に
名
を
と
ど
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。
換
言

す
れ
ば
、
地
方
都
市

に
新
た
に
誕
生
し
た
公
墓
は
す
べ
て
の
人
々
が

埋
葬
さ
れ
う
る
公
共
の
墓
地
と
し
て
で
は
な
く
、
事
故
死
と
い
う
非

正
常
死
が
革
命

の
枠
組

み
か
ら
認
識
し
な
お
さ
れ
た
結
果
、
積
極
的

な
意
義
を
見
出
さ
れ
る
特
別
な
場
で
あ

っ
た
。
十
分
に
浸
透
す
る
以

前

の
公
墓
は
、
労
働
者

の
遺
体
を
も

っ
て
、
義
地
と
し
て
の
作
用
を

維
持
し

つ
つ
、
他
方
で
社
会
貢
献
を
体
現
す

る
場
と
し
て
の
機
能
を

与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

死

の
意
味
づ
け
は

一
元
的
に
革
命
的
行

為
と
貢
献
に
拠

っ
て
い

た
。
顕
彰
の
価
値
が
認
め
ら
れ
た
死
者
は
石
碑
に
名
を
刻
ま
れ
、
永

続
的
な
墳
墓
を
残
す
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
度

重
な
る
墓
地
の
移
動
や

平
坦
化

の
な
か
で
も
、

「歴
史
的
、
芸
術
的
、
科
学
的
価
値

の
あ
る

墓
地
」
は
墳
墓
建
設
禁
止
領
域

の
中
で
あ

っ
て
も
保
存
さ
れ
た

こ
と

ム
に
　

は
、
墓
地
政
策

の
目
的
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
反
対
に
、
多
く

の

人
々
の
死
は
あ
る
い
は
火
葬
後
遺
灰
を
処
分
さ
れ
、
あ
る
い
は
土
盛

を
残
さ
ず
地
中
深
く
埋
め
ら
れ
る
こ
と
で
記
念
化
さ
れ
る
こ
と
は
な

か

っ
た
。
こ
こ
に
、
顕
彰

に
値
す
る
死
と
そ
れ
以
外
が
注
意
深
く
分

別
さ
れ
、
両
者

の
距
離
が
大
き
け
れ
ば
大
き

い
ほ
ど
顕
彰

の
も
た
ら

す
効
果
も
絶
大
と
な
る
社
会
過
程
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

極
小
化
し
た
陵
園
と
で
も
い
う
べ
き
地
方

都
市
公
墓

の
位
置
づ
け

は
社
会
体
制

の
変
化
に
伴
い
短

い
期
間
で
終
息
を
迎
え
る
。
公
墓
内

の
墳
墓
が
売
買
可
能
と
い
う
形
で
す
べ
て
の
人
々
に
開
放
さ
れ
る

一

九
七
八
年
以
降
は
、

一
時
的
で
は
あ
る
が
逆

に
墓
地
利
用
者

が
減
少

し
た
か
ら
で
あ
る
。
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政
治
社
会

シ
ス
テ
ム
が
方
向
転
換
を
図
る
と
き
、
文
化
大
革
命
時

期
に
高
ま

り
を
み
せ
た
葬
儀
改
革
は
再
び
退
潮

へ
と
向
か
う
こ
と
と

な
っ
た
。
新
た
な
遺
体
処
理
の
施
設
と
し
て
葬
儀

の
あ
り
方

へ
の
革

命
と
し
て
登
場
し
た
地
方
都
市

の
火
葬
場
は
、
革
命
を
継
続
す
る
方

向
が
揺
ら
ぐ
な
か
で
、
利
用
者

の
減
少
や
廃
止
統
合
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
大
都
市
を
含
め
、
中
国
各
地
で
火
葬
率
が
低
下
し
、
任
意
に

つ
く
ら
れ
た
墳
墓
は
再
び
増
加

し
、
激
し
く
批
判
さ
れ
た
旧
俗
が
急

ムロ
　

速

に
回
復

す
る
か
に
見
え
た
。
そ
こ
で

一
九
八

一
年
に
は
第

一
次
全

国
葬
儀
工
作
会
議
が
開
催
さ
れ
、

一
九
八
二
年

に
は

「民
政
部
に
よ

る
葬
儀
改
革
を
更

に

一
歩
進
め
る
報
告
」
が
国
務
院
で
批
准
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
大
躍
進
時
期
か
ら
文
化
大
革
命
時
期
に
か
け
て
形
成

さ

れ

て

き
た

改
革
路

線

が
再

度

確
認

さ

れ
る

こ
と
と

な

っ
た

[趙

二
〇
〇
〇
]
。

一
九
八
五
年

に
は
こ
れ
ま

で
の
検
討
を
統
合

し
、

「国

務
院

関
與
積
葬
管
理
的
暫
行
規
定

」
が
批
准

さ
れ

て
い

る
。

こ
れ

以
降
、
省
以
下
各
行
政
単
位
で
は
従
来

の
運
動
方
式
か
ら

法
律

に
よ
る
管
理

へ
と
移
行
し
、
市
や
県

で
も

「濱
葬
管
理
暫
行
辮

法
」
(陳

西
省
は

一
九
八
六
年
制
定
)
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ

た
。
法
的
根
拠
と
責
任
が
明
確
に
な
り

一
連

の
手
続
き
が
整
備
さ
れ

る
に
つ
れ
、
公
墓
と
火
葬
場
の
利
用
は
徐
々
に
活
発
と
な
り
、
陳
西

省
で
は
特

に
前
後
し
て
墓
地
平
坦
化
運
動
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
も

あ

っ
て
、
市
や
県

の
住
民
の
た
め
の
墓
地
と
し
て
浸
透
し
始
め
る
こ

と
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
法
制
度

の
整
理
が
進
み
葬
儀
関
連
機
構
の

位
置
づ
け
が
明
確

に
な

っ
て
も
火
葬
後

の
遺
灰
を
埋
葬
す
る
骨
灰
式

公

墓

が

禁

止

さ

れ

な

か

っ
た

こ
と

か

ら

、

途

を

た

ど

っ
て

い

る
。

公
墓
利
用
者
は
増
加
の

一

三

今
日
の
地
方
都
市
に
お
け
る
公
墓

e

二
つ
の
地
方
都
市
に
お
け
る
墓
地
利
用
状
況

こ
こ
ま
で
、
陳
西
省
地
方
都
市
に
お
け
る
公
墓
政
策
の
変
遷
を
た

ど

っ
て
き
た
。
本
章

で
は
視
点
を
変
え
て
、
改
革

の
過
程
に
あ
る
公

墓
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
、
規
模

の
異
な
る
二
つ
の

ムね
　

公
墓
を
と
り
あ
げ
共
時
的
な
分
析
を
行
う
。

A
市
は
市
管
轄
、

つ
ま
り
葬
儀
施
設
の
主
要
な
利
用
者
と
な
る
人

口
で
約
七
六
万
五
〇
〇
〇
人
を
擁
し
、
陳
西
省
中
部
に
位
置
す
る
省

内
有
数

の
軽
工
業
都
市

で
あ
る
。
葬
儀
サ
ー
ビ
ス
施
設
は
大
型
の
公

墓

(A
公
墓
)
が

一
箇
所
、
殖
儀
館
と
そ
の
内
部
に
併
設
さ
れ
た
火

葬
場
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
市
民
政
局
の
も
と
経
営
性
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
る
。
公
墓

の
管
理
は
市
積
儀
館
に
併
設
さ
れ
た
積
葬
管
理

セ
ン
タ
ー
に
任
さ
れ
て
い
る
。
殖
葬
管
理
セ

ン
タ
ー
は
火
葬
場
に
遅

れ
る
こ
と
十
年
、

一
九
八
七
年
に
成
立
し
て
お
り

「積
極
的
に
、
段

階
的
に
火
葬
を
推
進
し
、
土
葬
を
改
革
し
、
封
建
迷
信
の
残
る
葬
儀

ム
の
　

習
俗
を
排
除
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
葬
儀
関
連
法
規
の
宣
伝
と
違
反

の
処
置
を
司
る
、
葬
儀
改
革
を
直
接
指
導
す

る
監
督
機
関

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
施
設
は
県
北
部

の
郊
外

に
集
合

し
て
建

て
ら
れ
て
お
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A公 墓と外部に広がる 「乱埋墳」写真1

り
、
日
常
的
生
活
と
は
隔
離
さ
れ
て
い
る
。
A
公
墓
は

一
九
九
四
年

に
建
設

さ
れ
た
。
A
市
を
代
表
す
る
公
墓
の
建
設
が
遅
れ
た
理
由
と

し
て
、
痩

せ
地
や
荒
地
に
遺
体
を
埋
葬
し
平
坦
化
す
る
形
式
と
火
葬

し
た
後

の
遺
骨
を
積
儀
館
内

に
あ
る

「紀
念
堂
」
(遺
骨
安
置
所
)

に
預
け

る
形
式
を
並
列

し
て
行

っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
同
市

の
管

轄
す
る
他
県
郊
外
に
七
〇
年
代
後
半
に
大
規
模
な
骨
灰
式
公
墓
が
建

へり
す

 設
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
本
来
、
火
葬

に
よ
る
骨
灰
化
を
進

め
、
究
極
的
に
は
墓
地

す
ら
建
て
な
い
こ
と
を
最
終
目
標
と
し
て
き

た
葬
儀
改
革

に
あ

っ
て
公
墓
が
火
葬
場

の
後

に
建
立
さ
れ
る
事
態
は

一
見
奇
妙
に
映
る
が
、
施
策
重
点
の
変
更
を
受
け
て
省
内
の
多
く
の

都
市

で
は
両
者
が
並
存
す
る
事
例
が
多

い
。

現
在
の
公
墓
を
建
築
す
る
に
あ
た

っ
て
土
地
を
提
供
し
た
行
政
村

の
人
々
に
よ
れ
ば
、
な
だ
ら
か
に
傾
斜
す
る

こ
の
土
地
は
公
墓
建
設

以
前

か
ら

「乱
葬
墳
」
と
呼

ば
れ
る
墳
墓

が
散
在
す

る
荒
地

で

ハゐ
　

あ

っ
た
。
こ
こ
に
は
火
葬
場
が
建
設
さ
れ
る
前
か
ら
、
村
人
だ
け
で

な
く
、
市
街
地
居
住
者
も
埋
葬
さ
れ
て
い
た

(写
真
1
)。
外
観
か

ら
は
違
法
で
乱
雑
な
土
葬
墳
墓
に
囲
ま
れ
た

一
画

に
公
墓
が
埋
没
し

て
い
る
印
象

を
受
け
る
が
、
新
旧
の
葬
儀
改

革
が
断
片
的

に
堆
積

し
、
さ
ら
に
政
策

の
弛
緩
期
に
増
加
し
た
違
法
な
埋
葬
が
加
わ

っ
た

現
場
と
捉
え
る
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
在

の
公
墓
は

一
九
九
四
年
に
成
立
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
ま

っ
た
く

の
荒
地
に

計
画
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
す
で
に
墓
地
と
し
て
利
用
さ
れ
た
来
歴

を
有
し
て
い
る
。
民
国
期

の
公
墓
跡
が
現
在

の
村
公
墓
に
繋
が
る
事

例
を
思

い
起

こ
せ
ば
、
ま
る
で
、
試
行
錯
誤

の
果
て
に
放
棄
さ
れ
た

各
時
代

の
墓
地
が
そ

の
変
遷
を
忘
却
さ
せ
ま

い
と
す
る
よ
う
で
あ

る
。B

公
墓
は
陳
西
省
中
部
に
位
置
す
る
B
県
に
設
け
ら
れ
た
唯

一
の

民
政
局
管
理
下
の
経
営
性
墓
地

で
あ
る
。
B
県
は
南
部

で
農
業
用
水

が
発
達
し
主
要
な
産
業
で
あ
る
農
業
を
支
え
、
北
部
は
黄
土
高
原

へ

と
連
な
る
緩
や
か
な
傾
斜
地
が
広
が
り
、
石
灰
、
石
炭
な
ど
地
下
資

源

の
採
掘

が
盛
ん
な
人
口
約
七
三
万
人
の
貧

困
県
で
あ
る
。
耕
作
に
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適
さ
な
い
場
所
を
選
地
し
た
結
果
、
B
公
墓
は
県
城
北
部
に
、
積
葬

管
理
セ
ン
タ
ー
は
利
用
に
簡
便
な
県
城
東
南
郊
外
に
設
置
さ
れ
て
い

る
。
地
理
条
件
の
許
す
限
り
県
城
北
方
に
好
ん
で
公
墓
を
配
置
す
る

傾
向

は
、

王
朝
時
代

に
亡
鬼
の
祭
祀
を
行

っ
た
属
壇

の
存
在
を
想
起

さ
せ
る
。

B
公
墓

は
利
用
者
が
少
な

い
た
め
平
時
に
は
封
鎖
さ
れ
て
お
り
、

事
前
に
埋
葬
や
墓
地
参
拝
の
連
絡
を
受
け
た
場
合
に
開
門
す
る
仕
組

み
に
な

っ
て
い
る
。
墓
地
自
体

は

一
九
七
六
年

に
建
設
さ
れ
て
お

り
、
二
〇
〇

二
年
五
月
ま
で
に

=
二
〇
人
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
B

県
は
土
葬
改
革
区

で
あ
る
た
め
当
初
火
葬
場
は
存
在
せ
ず
、
埋
葬
開

始
時
に
は
土
葬
を
許
容
す
る
墓
地

で
あ

っ
た
が
、
現
在
は
遺
灰

の
み

を
受
け
入
れ
る
。
土
葬
さ
れ
た
初
期
埋
葬
者
七
名
は
す
べ
て
職
務
中

に
落
命
し
た
労
働
者
で
あ
り
、
職
場
の
上
司
に
よ

っ
て
追
悼
さ
れ
墓

碑
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
公
墓

へ
の
埋
葬
が
限
ら
れ
た
機
会
で
あ

っ

た
時
期
の
地
方
都
市
で
は
死

の
社
会
的
意
義
が
問
わ
れ
、
公
葬
と
い

う
顕
彰
を
経

る
こ
と
で
墓
碑
を
建

て
記
憶
化
し
て
ゆ
く
典
型
例
と
い

え
よ
う
。

「人
民
に
奉
仕
」
し
た
結
果
と
し
て
の
死
の
み
が
記
憶
化

さ
れ
る
制
度
が
続

い
た
た
め

一
般

の
死
者

へ
の
開
放
が
遅
れ
、
ま
た

公
墓
の
性
格

に
殉
職
者
と
い
う
印
象
を
強
調
し
た
こ
と
で
、
開
設
後

二
五
年
以
上
経
た
今
日
で
も
約

一
三
畝
の
墓
域
に
は
空
き
地
が
目
立

　り
　

ち
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

口

共
通
す
る
特
徴
と
し
て
の
外
来
性
と
若
年
死

両
公
墓

は
そ
れ
ぞ
れ
公
墓
政
策
の
完
成
期

と
過
渡
期
に
位
置
し
、

埋
葬
者
数
や
利
用
の
あ
り
方
に
大
き
な
差
異

が
見
出
せ
る

(表
1
)
。

そ
の

一
方
で
、
両
者

に
は
き
わ
め
て
興
味
深

い
共
通
要
素
が
含
ま
れ

て
い
る
。
以
下
で
は
こ
の
点

に
着
目
し
て
み
た
い
。

ま
ず
目
に
つ
く
特
徴
は
、
両
公
墓
と
も
に
出
自
を
陳
西
省
外
部
に

求
め
る
人
々
が
多
く
、
墓
碑

に
祖
籍
地
か
ら

の
移
住
の
経
過
を
記
す

こ
と
も
少
な
く
な
い

(以
下

で
は
こ
の
範
疇

の
人
々
を

「外
地
系
」

と
記
す
)
。
都
市
部
居
住
者

の
人

口
比
で
は
明

ら
か
に
当
該
地
域
周

辺
を
祖
籍
地
と
す
る
人
々

(
「本
地
系
」
)
が
多
数
を
占
め
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
墓
地
埋
葬
者
に
限
れ
ば
必
ず
し
も
本
地
系
が
多
数
を
占

め
る
わ
け
で
は
な
く
不
自
然
な
分
布
を
示
し

て
い
る

(表
2
)。

次
に
、
埋
葬

の
形
態
に
注
目
し
て
み
る
と
、
夫
婦
合
葬
形
式
の
墳

墓
は
外
地
系
優
勢

に
変
化
が
な
い
が
、
単
独
墓
で
は
逆
転
し
A
B
ど

ち
ら
の
公
墓
で
も
陳
西
省
を
祖
籍
と
す
る
本
地
系
の
事
例
が
最
も
多

い
。
当
該
地
域

の
農
村
部

で
は
夫
婦
合
葬
を
理
想
と
し
、
配
偶
者

の

埋
葬
に
際

し
て
傍
ら
に
自
ら
の
墓
地
を
準
備
す
る
。
時
に
は
改
葬
を

経

て
ま

で
も
夫
婦

の
隣
り
合
う
墓
地
を
志
向

す
る
傾
向
が
見
ら
れ

る
。
逆

に
単
独

の
墓
は
若
年
の
死
者
な
ど
予
測
さ
れ
な
い
死
を
連
想

さ
せ
る
こ
と
か
ら
忌
み
嫌
わ
れ
る
。
す
る
と
出
自
と
墳
墓
形
式
に
は

年
齢
を
介
在
し
た
関
連
性

が
あ
る
こ
と
に
な

る
。

こ
の
農
村
部

の
慣

習
に
基
づ
い
て
年
齢
を
基
準
に
埋
葬
者
を
分
類
し
た
結
果
が
図
1
に
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表1各 公墓の概況

A公 墓 B公 墓 A市 残儀館 B県 殖儀館

区分
経営性

(民政局)

経営性

(民政局)
建設着工 1973年 1979年

建設 1994年 1976年 対外開放 1978年 1982年

面積
9.9畝

(後 増築)
13.6畝 火葬数

8,722具

(1978^1990)

217具

(1982^-1990)

墳墓数 1,426基 80基 土葬区
下記以外

すべて
全域

埋葬(含

予定者)
2,368人 130人 火葬区

市内1区 と

火葬場のある

4県 の一部

な し

埋葬形式

墳墓/壁 葬

塔葬(未 使用)

土葬墓(～1995)

墳墓/壁 葬

塔葬(未 使用)

土葬墓(～1989)

骨灰管理
「記念堂」

(骨壺安置施設)

「骨灰堂」

(同左)

その他
「回民公墓」

併設
な し その他 火葬区の拡大中 移動計画(頓 挫)

な
る
。
省
内
全
体

で
は
五
〇
ー
七
〇
歳
以
上

の
埋
葬
者
が
多

い
自
然

な
曲
線
を
描
く

一
方
、
各
公
墓
管
轄
内

の
人

々
は
相
対
的
に
各
年
齢

層

に
分
散
し
て
い
る
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。

葬
儀
改
革
の
議
論
を
積
極
的
に
行

っ
て
き
た
民
政
局
を
中
心
と
す

る
議
論
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
系
を
見
逃
し
て
き
た
。
あ
る
い
は
公
墓

の
建
設
数

や
火
葬
率
と

い
う
、
改
革

の
浸
透

を
示
す
数
字

の
中

で

「隠
蔽
」
し
て
き
た

[韓

二
〇
〇

二
]
。
し
か
し
、
文
化
規
則
と
観

察
可
能
な
行
為
の
ず
れ
に
注
目
し
、
行
政
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は

取
り
こ
ぼ
さ
れ
る
、

一
見
奇
妙
な
現
象
が
発
生
す
る
背
景
を
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
現
象
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
地
方
都
市

に
お
け
る
葬
儀
改
革

の
受
容
に
つ
い
て
埋
葬
者
、
遺
族

の
選
択
を
含

ん
だ
理
解
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

A
市
は
歴
史
的
背
景
に
よ
り
清
朝
末
期
か
ら
断
続
的

に
河
南
省
、

山
東
省
、
河
北
省
か
ら
積
極
的
な
移
民
を
募

っ
た
経
緯
が
あ
る
。
こ

れ
は
埋
葬
者
名
簿
に
大
量
に
現
れ
る
祖
籍
地
と
符
合
す
る
。
B
県
で

も
小
規
模
な
移
民
は
行
わ
れ
た
が
地
理
的

に
山
西
省
、
河
南
省

に
近

接
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
か
れ
ら

は
移
民
後

の
世
代
深
度

が
浅
く
定
住
に
至
る
過
程
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
事
例
が
多

い
。
当
初

は
農
村
部

へ
の
入
植
が
進
め
ら
れ
た
が
、
早

い
段
階

で
都
市
郊
外

へ

と
移
動
し
、
同
じ
く
外
地
系
の
人
々
を
婚
姻
対
象
と
し
て
選
択
す
る

傾
向
が
強

い
。
こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
、
農
村
部
に
近
親
を
媒
介
と
し

た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
十
分
に
構
築
し
て
い
な

い
こ
と
が
多

い
。
本
地

系
の
人
々
で
あ
れ
ば
親
族

の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
本
来
は
禁
止
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表2墓 碑にみる埋葬/埋 葬予定者の省別分布

A公 墓

省 ・地 区 合葬/同 一 合葬/別 単独 省 ・地 区 合葬/同一 合葬/別 単独

険西省 263 68 139"" 江蘇省 83 35 21

河南省 466 98 131 甘粛省 22 25 9

河北省 113 61 27 天津市 8 12 2

山東省 119 54 49 北京市 6 11 8

山西省 60 29 15 上海市 4 15 4

湖南省 10 9 11 安徽省 19 15 7

湖北省 14 14 10 漸江省 15 19 4

広東省 3 1 6 遼寧省 79 15 11

広西省 2 4 1 四川省 22 14 19

江西省 6 1 1 黒龍江省 11 6 2

雲南省 0 2 1 吉林省 14 3 2

福建省 2 2 0 貴州省 0 0 1

寧夏 2 1 1 新彊 1 2 0

内蒙古 4 1 0 不明 14 2 5

B公 墓

省 ・地 区 合葬/同 一 合葬/別 単独 省 ・地 区 合葬/同 一 合葬/別 単独

河北省 16 1 1 江蘇省 4 3 2

山西省 10 4 2 山東省 4 0 0

河南省 10 2 3 吉林省 4 1 0

湖南省 7 0 0 四川省 2 1 0

本省他県 5 1 5 寧夏 2 0 0

本省B県 4 4 5 その他 2 4 1

注:数 字は埋葬者 と埋葬予定者の人数を示す。埋葬予定者 とは、夫婦同穴を基本 に建て ら

れる墓碑 に生没年を抜いた形で記載 され る今 だ死亡 していない配偶者を意味す る。同一

祖籍 を持っ夫婦の合葬墓 を 「合葬/同 一」、合葬墓 であ り埋葬者が それぞれ別の祖籍 を

持っ事例 を 「合葬/別 」、埋葬者 が一人であ る事例 を 「単独」 と表記す る。

「祖籍」「原籍」 として記載 される地域は、本人の認識上での地域であ り、移動か ら時

間 を経 るに したがい曖昧化す る傾 向が認め られる。認識上の世代深度が浅 い当地域 では

五代の父方祖先を超 えて具体的に継承す る例 は少 ない。

※A公 墓は省 を基準に分類 した。B公 墓 は人の移動性の低 さをふ まえ、B県 と本省他 県を

さらに分 けた。
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A公 墓(陳 西省原籍に限定)

■A市

■隣接各県

口 その他の県1

B公 墓(埋 葬総数を分類)

■B県

■陳西省他県

口陳西省外

図1各 公 墓 にお け る埋 葬者 の年 齢分 布

注:年 齢 につ いては生没年か ら算出 したため、故人 の認識 していた年齢 とズ レが生 じる例 も

含む と思われ る。

B県 を祖籍 とする埋葬者の事例 自体少 ない点を否めない ものの、全体の中で若年層の比

率が高 いことを確認 できる。 また、B県 原籍 の埋葬者の うち男系子孫のいない例が4件 、

B県 以外の原籍(陳 西省内含む)の うち男系子孫 のいない例 は8件 となっている。立碑 と

祭祀者 の確認できる全62例 の うち、12例 は祭祀有資格者 を持たない。

さ
れ
て
い
る
農
村
部
土
葬
地
域

へ
の

埋
葬
が
可
能
だ
が
、
外
地
系

の
人
々

は
こ
う
し
た
方
法
を
取
り
え
ず
、
民

政
局
の
管
理
す
る
廉
価
な
公
墓
を
選

択
す
る
機
会
が
増
し
て
い
る
。
骨
灰

式
公
墓
が
登
場
す
る
こ
と
で
文
化
大

革
命
時
期
に
は
困
難
で
あ

っ
た
追
慕

の
場

を
求

め

る

こ
と
が
可
能

と
な

り
、
「入
土
為
安
」
(土
地

に
埋
葬
さ

れ
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
観
念
)
を

読
み
替
え
る

こ
と
で
火
葬
後
の
埋
葬

が
増
加
す
る

こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

制
度
的
側
面
か
ら
も
同
様

の
選
択

が
支
持
さ
れ
る
。
旧
中
国
で
は
、
都

市
部

で
死
亡

し
た
遺
体
で
あ

っ
て
も

停
霊
や
停
枢

と
呼
ば
れ
る
運
棺
方
法

に
よ
り
祖
籍

地

へ
埋
葬

が
可
能

で

あ

っ
た
。
し
か
し
、

一
九
四
九
年
以

降
は
そ
の
担

い
手
で
あ
る
同
郷
出
身

者
の
組
織

は
消
滅
し
、
帰
る
べ
き
故

郷
の
集
合
墓
地
も
失

っ
て
い
る
。
決

定
的
な
状
況

は
、
現
行
の
葬
儀
関
連

法
案
で
は
こ
れ
ら
の
死
者
を

一
堂
に
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埋
葬
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
宗
族
墓
や
家
族
墓
が
禁
止
さ
れ
て
い

ム
ゐ
　

る
た
め
、
故
地

へ
の
埋
葬

に
意
味
が
見
出
さ
れ
な

い
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
状
況
下
で
は
遺
骨
は
単
な

る
客
死
者

の
そ
れ
と
同
等

で
あ
り
、

逆

に
共
同
体

へ
の
持
込
が
忌
避
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

い
こ
と
と
な
る
。

我
々
は
前
章
に
お

い
て
今
日

の
公
墓

の
系
譜
の

一
つ
が
義
塚
や
漏

沢
園
と
よ
ば
れ
る
装
置
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
は

ま
さ
に
祖
籍
地
を
離
れ
て
死
亡
す
る
客
死
者
や
貧
困
に
よ
り
十
分
な

葬
儀
埋
葬
を
行
う
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
を
収
容
す
る
場

で
あ
り
、

今
日
の
埋
葬
者

の
傾
向
に
見
ら
れ
る
外
地
系

の
人
々
の
需
要
と
通
底

す
る
機
能

を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
単
な
る
過
去
の

再
現
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
今
日
の
埋
葬
者

は
決

し
て
忘
却

さ
れ
遺
棄
さ
れ
る
墳
墓

の
住
人

で
は
な
く
、
墓
参

に
訪
れ

る
人
々
と
強

い
家
族
的
紐
帯
で
結
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
本
地
系
の
埋
葬
者

の
な
か
に
若
年
層
の
単
独
墓
が
多

い
現

象
は
如
何

な
る
社
会
的
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
隣

の
村
落

に
お
け
る
墓
地
調
査
で
は
父
母

の
名
義
に
よ
る
墓
碑
建
立
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い

[田
村

二
〇
〇

=
。
そ
の
理
由
は

「白
髪
が
黒
髪

を
送
る
」
葬
儀
で
は
簡
易
な
埋
葬
を
施
す
の
み
で
、
祖
先
と
な
り
う

る
死
者
、

民
間
に
お
け
る
規
範

に
沿

っ
た
死
者

で
は
な

い
か
ら
で
あ

る
。
父
母
に
よ
る
子
供
の
祭
祀
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
墳
墓
を
祭

祀
の
場
所
と
捉
え
れ
ば
、

こ
う
し
た
地
点
に
墓
碑
を
立
て
記
念
化
す

る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
共
産
党
が
繰
り
返
し

行
っ
て
き
た
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
再
解
釈
し
、
超
自
然
的
な

つ
な
が
り

を
想
起
さ
せ
る
祭
祀
か
ら
人
間
を
主
人
公
と
し
た
価
値
観
と
社
会

へ

の
貢
献
を
記
念
し
た
追
悼

へ
と
読
み
替
え
る

こ
と
で
、
父
母
は
わ
が

子
を
、
配
偶
者

は
早
逝
し
た
伴
侶
を
追
慕
す
る
場
と
し
て
公
墓
を
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
墓
碑
に
し
ば
し
ば

「懐
念
」
す
な
わ
ち
、
思

い
偲
ぶ
と
記
さ
れ

る
の
は
、
ま
さ
に
近
親

者

の
追
慕

の
情
を
表
し
て
い
る
。

若
年

の
死
で
の
多
く
の
場
合
、
祭
祀
の
継

承
者
、
す
な
わ
ち
男
系

子
孫
を
持
た
な
い
死
を
意
味
す
る
。
公
墓

の
購
入
理
由
や
墓
碑

の
記

載
か
ら
み
て
、
後
継
者

の
不
在
が
高
価
な
墓

地
購
入
の
動
機

の
ひ
と

つ
に
す
ら
な

っ
て
い
る
。
若
年
者

の
単
独
墓

に
記
さ
れ
た
祭
祀
者
、

建
立
者
は
、
死
者
が
既
婚
の
場
合
、
配
偶
者

、
女
児
が
名
前
を
連
ね

る
事
例
が
多

い
。
未
婚

で
あ
れ
ば
、
先
述

の
父
母
の
ほ
か
に
、
姪
や

甥
と
い
っ
た
直
系
で
は
な
い
下
位
世
代
が
墓

碑
に
現
れ
る
。
従
来
の

人
類
学
的
研
究
の
成
果
が
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
伝
統
的
文
化
シ
ス

テ
ム
の
な
か
で
は
排
除
さ
れ
て
き
た
未
婚

の
死
や
男
児
を
も
う
け
な

い
死
、
事
故
死
や
天
折
と

い
っ
た
反
規
範
的
な
死
の
有
り
様
が
、
公

墓
と
い
う
場
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
顕
在
化
す
る
様
子
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
迷
信
的
な
祭
祀
を
打
破
す

る
と
い
う
意
味
で
は
、

こ
れ
ら
の
死
者
を
追
慕
す
る
場
が
容
認
さ
れ

る
こ
と
は
葬
儀
改
革

の

成
果
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
火
葬

の
推
進
や
墓
地

の
整
理
が
耕
地
面
積

の
確
保
と
い
う
側
面
を
兼
ね
備
え
、
最
終
的
に

は
特
定

の
墓
地
を
保
護
す
る

一
方
で

一
般
的

な
死
を
忘
却
す
る
制
度

を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
墓
地

の
形
成
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ムお
　

は
果
た
し

て
目
標

の
達
成
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、
義
地
の
記
憶
と
結
び

つ
き
、
非
正
常
死

の
埋
葬
、
追
慕

の

可
能
性
を
問
う
こ
と
で
潜
在
的
な
墓
地
需
要
を
掘
り
起
こ
し

つ
つ
、

地
方
都
市

に
お
け
る
公
墓
発
展
の
動
力
と
な

っ
て
い
る
、
と
す
ら
言

い
う
る

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

か
つ
て
中
国
の
葬
儀
改
革
を
分
析
し
た
ホ
ワ
イ
ト
は
、
葬
儀
に
お

け
る
都

市
と
農
村

の
分
断

が

一
九

四
九
年
以
降
拡
大
し
、

そ
れ
が

「農
村

の
貧
困
と
無
知
と

い
う
、
や
が
て
は
取
り
除
か
れ
る
要
素
に

単
純
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
国
共
産
党

の
指
導

者
達
に
よ

っ
て
課

せ
ら
れ
た
組
織
的
な
制
度

が
、
都
市

と
農
村
で

は
っ
き
り
と
違

っ
て
い
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

[ホ
ワ
イ
ト

一
九
九

四
(
一
九
八
八
)
二
二
二
九
]。
限
ら
れ
た
資
料

の
中
で
葬

儀
改
革
全
体
を
傭
鰍
し
た
こ
の
考
察
は
、
葬
儀
と
い
う
行

為
観
念
領
域

で
革
命
を
進
め
る
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
死
を
考

察
す
る
際

の
導
入
と
し
て
そ
の
価
値
を
高
く
評
価

で
き
よ
う
。

本
稿
は
、
陳
西
省

の
葬
儀
改
革
と
公
墓
を
機
軸

に
当
時

の
資
料
状

況
か
ら
先

行
研
究

で
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
な
か

っ
た
領
域

に
焦
点

を
当
て
た
。
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
様
々
な
分
野

で
進
め
ら
れ
た
近
代

化

の

一
環
と
し
て
着
手

さ
れ
て
い
た
葬
儀
を
め
ぐ
る
改
革
と
今
日
の

葬
儀
改
革

が
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
農
村
と
都
市
の

境
界
的
位
置
を
占
め
る
地
方
都
市
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
公
墓
が
受

容
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
系

で
あ

る
。

本
論

で
叙
述
し
た
と
お
り
、
大
ま
か
な
素
描
と
し
て
の
葬
儀
改
革

は
伝
統

の
刷
新
や
科
学
、
衛
生
的
遺
体

の
処
置
と
い
う
点
で
連
続
し

て
い
る
。
現
時
点
か
ら
は

一
括
し
て
葬
儀
改
革
と
呼
ば
れ
う
る
政
策

に
し
て
も
す
べ
て
が
完
備
さ
れ
て
全
国
に
均

一
的
に
実
施
さ
れ
た
規

則
で
は
な
く
、
各
時
期
の
政
治
文
化
的
な
志
向
性

の
も
と
に
負
荷
を

与
え
ら
れ
た
改
革
政
策
の
集
積
に
す
ぎ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
現
行

の

葬
儀
改
革
法
規
と
実
際
に
観
察
可
能
な
埋
葬

や
葬
送
儀
礼
を
照
ら
し

合
わ
せ
て
、
そ
の
合
法
性
や
逸
脱
か
ら
改
革

の
成
就
度
合
い
を
検
証

す
る
手
法
に
は
大
き
な
限
界
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ

う
。
こ
れ
が
本
稿
で
、
完
成
体
と
し
て
の
葬

儀
改
革
で
は
な
く
、
そ

れ
が
政
策
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
状
況
を
示
す
行
政
文
書
に
着
目

し
た
所
以
で
あ
る
。
同
様
に
、
こ
う
し
た
認
識

に
立

つ
こ
と
で
、

一

九
四
九
年
を
境
に
伝
統
と
改
革
を
対
照
的
に
配
置
す
る
よ
う
な
先
行

研
究
に
見
ら
れ
る
手
法
が
実
際

の
と
こ
ろ
あ
ま
り
有
用

で
は
な

い
こ

と
に
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に

一
九
四
九
年
以
降
の

一

連

の
葬
儀
改
革
は
、
伝
統
的
文
化

シ
ス
テ
ム
に
大
き
な
変
更
を
迫

っ

た
と
い
う
点
に
お

い
て
、
少
な
か
ら
ぬ
成
果

を
挙
げ
た
と
す
る
見
解

は
間
違

い
で
は
な

い
。
し
か
し
、
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
を
起
点

に
火
葬
率
や
公
墓
建
設
数
を
基
準
に
分
析
を
進
め
た
と

こ
ろ
で
、
畢

寛
改
革
政
策

の
浸
透
論
と
伝
統

の
復
活
論
を
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
ろ

う
。
現
時
点

で
改
革

の
最
中
に
あ
る
地
方
都
市

で
は
緑
豊
か
な
公
墓
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が
形
成

さ
れ
、
利
用
者

は
増
加

し
て
い
る
。
し
か
し
形
態

に
囚
わ

れ
、
意
味

を
推
し
量
る
と
誤
り
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
。
実
際

に
は

非
正
常

死

の
あ
り
方
と
し
て
利
用
さ
れ
、
「公
墓
」
と

い
う
言
葉
よ

り

「乱
葬

墳
」
と

い
う
用
語
で
語
ら
れ
、
家
族
を
単
位
と
し
た
追
慕

の
場
と
し

て
記
憶
化

の

一
翼
を
担
う
形

で
消
費

さ
れ
る
側
面
を
も

つ
。
社
会

的
な
想
像
力
は
語
彙

の
運
用
や
埋
葬
対
象
者
の
連
続
性
に

看
取

で
き
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
連
続
や
復
興
と
い
う
言
葉

で
捉
え

る
べ
き
問
題

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
地
方
都
市
に
お
け
る
公
墓

の
需

要
状
況

は
、

一
定

の
連
続
を
踏
ま
え

つ
つ
も
、
社
会
状
況

の
変
化
に

伴

っ
て
運
動

の
焦
点
や
手
段
の
布
置
が
変
化
す
る
こ
と
で
、
文
化
要

素

の
接

合

の
あ
り
方
も
変
更
を
重
ね
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

行
政

文
書

の
閲
覧
や
磧
葬
館
で
の
調
査
が
可
能
と
な

っ
た
現
在
行

う
べ
き
議
論

は
、
葬
儀
改
革
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
葬
儀

の
現

場

で
ど

の
よ
う
な
相
互
行
為
が
行
わ
れ
、
如
何
に
し
て
受
容
さ
れ
て

い
る
の
か
政
策
と
文
化
シ
ス
テ
ム
の
力
学
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
る

行
為
を
読
み
解
く

こ
と
に
あ
る
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔付
記
〕

一
九
四
九
年
以
後
の
葬
儀
改
革
に
関
す
る
法
規
収
集
に
は
ト

ヨ
タ
財
団
個
人
助
成

「現
代
中
国
に
お
け
る
葬
儀
改
革
の
分
析

国
家
に
よ
る

「民
俗
」
改
変
運
動
と
民
衆
の
価
値
変
化
」
(平
成

一

三
年
)、
葬
儀
施
設
で
の
調
査
資
料
の

一
部
は
財
団
法
人
日
本
科
学

協
会
助
成

「現
代
中
国
に
お
け
る
死
を
め
ぐ
る
政
策
と
人
々
の
実
践

に
関
す
る
研
究
i

葬
儀
施
設
で
働
く
人
々
を
中
心
と
し
た
文
化
人

注
類

学

的

フ

ィ

ー

ル
ド

ワ

ー

ク

に
基

づ

く

社

会

分

析

」

年

)

の
支
援

を

受

け
た
。

(平

成

一
七

〈
1
>

も
ち

ろ

ん
近
現

代

に
お

け
る
葬
儀

を

学
際
的

、

か

つ
統

合
的

に

把

握

す

る
試

み
が

ま

っ
た
く
な

い
わ

け

で
は
な

い
。

ワ
ト

ソ

ン

の
提

起

し

た
論

争
的

な
性

格

を
持

つ
主

張

は
、

も

っ
と
も

こ
う

し
た
傾

向

の
顕
著

な

例

で
あ

ろ
う

[
ワ
ト

ソ

ン

一
九

九

四

(
一
九

八

八
)
]
。
本

稿

の
扱

う

主

題

は
、

彼

の
析

出

し

た

fu
n
e
rary

rites
と

rite
s
o
f

d
isp
o
sal
の
差

異

を
踏

ま

え

て
、
後

者

を

主

た

る
対
象

と

し

た
。

た

だ

し
、
主

要

な
主
張

で
あ

る
儀

礼

の
統

一
性

と
精

神

領
域

に

お
け

る

多

様

性

と

い
う
社
会

構
造

還
元

型

の
分
析

枠
組

み
で
は
、
複

雑

な
変

遷

を

経

た
葬
儀

を
十

分

に
検
討

で
き
る

か
疑
問

が
残

る
。

む

し
ろ
文

献

資

料

の
収
集

と

フ
ィ
ー

ル
ド

ワ
ー
ク

を
ylly
み
上
げ

る

こ
と

で

モ
デ

ル
を

組

み
立

て
る

べ
き

で
あ

る
と

い
う

の
が
著

者

の
主
張

で
あ

る
。

〈
2
>

全

国

の
火
葬

場

に

つ

い
て
総
合

的

な
統
計

が
集

め

ら
れ
始

め

た

一
九

八

四
年

に

は
、

葬

儀

改
革

先

進

地

区

で
あ

る
山

東

省

、

河
北

省
、

江
蘇

省

が

そ
れ

ぞ
れ

=

二
二
箇

所

、

一
五

一
箇

所
、

九
六

箇

所

の
火

葬

場
を

保
有

し

て

い
た

の
に
対

し

、
甘

粛
省

や
本
稿

で
取

り

上

げ

る
陳

西
省

は

そ
れ

ぞ
れ

一
四
箇

所
、

一
九

箇
所

の
簡

易
な
火

葬

施

設

を
整

備

し

て

い
た

に
過
ぎ

な

い

(
「民

政
部

関

與
貫

徹
執

行

『
国

務
院

関

與
積

葬
管

理
暫

行
規

定
』

的
通

知
」

民

(
八
五
)
=

二
号
、

一

九

八

五
年

二
月

二
六

日

)
。

一
九

八

五
年

に
は
北

京

、
上

海
、

天

津

で

は
管
轄

す

る
す

べ

て

の
市

、

県

に
火

葬

場

が

設
置

さ
れ

て

い
る
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が
、
陳
西
省
で
は

=
二
・五
%
の
県
に
し
か
火
葬
施
設
は
配
置
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。

〈3
>

「公
墓
管
理
暫
行
辮
法
」
(民
政
部
民
事
発

一
九
九
二
、
二
四

号
)
に
よ
れ
ば
、
公
墓
と
は
遺
灰
と
遺
体
を
埋
葬
す
る
公
共
施
設
で

あ
る
。
公
墓
は
さ
ら
に
農
村
村
民
の
た
め
に
遺
体
、
遺
灰
を
埋
葬
す

る
公
共
公
墓

(公
益
性
公
墓
)
と
、
城
鎮
居
民
の
た
め
に
有
償
で
遺

体
、
遺
灰
を
埋
葬
す
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
と
し
て
の
公
共
墓
地

(経
営

性
公
墓
)
に
分
類
で
き
る
。
本
稿
で
は
後
者
を
中
心
に
取
り
上
げ

る
。

〈
4
>

そ
れ
ぞ
れ

「劉
家
駿
対
於
掩
埋
露
　
之
建
議
」
(『新
秦
日
報
』

一
九
二
七
年

一
月
七
日
)、
「国
民
聯
軍
駐
陳
総
司
令
部
簿
備
追
悼
死

亡
将
士
及
死
難
人
民
」
(同

一
月

一
四
日
)、
「追
悼
陣
亡
将
士
死
難

人
民
簿
備
会
第
二
次
開
会
情
形
」
(同

一
月

一
五
日
)、
「陳
西
革
命

大
祭
召
開
第
三
次
篶
備
会
情
形
」
(同

一
月

一
六
日
)、
「革
命
大
祭

第
四
次
器
備
会
議
」
(同

一
月
二
〇
日
)、
「革
命
大
祭
第
五
次
簿
備

会
紀
略
」
(同

一
月
二
二
日
)、
「革
命
大
祭
第
六
次
簿
備
会
志
略
」

(同

一
月
二
四
日
)、
「革
命
大
祭
第
七
次
簿
備
会
志
略
」
(同

一
月
二

六
日
)
、
「陳
西
革
命
大
祭
壽
備
処
之
通
知
」
(同

一
月
二
七
日
)
に

よ
る
。
「西
安
革
命
公
園
国
膓
墓
碑
」
(凋
玉
祥
撰
)
、
「陳
西
革
命
殉

難
軍
民
合
塚
銘
」
は
、
陳
西
革
命
先
烈
褒
笹
委
員
会
編

[
一
九
四
九

(
一
九
九
〇
)]
に
、
「諌
西
安
囲
城
中
陣
亡
将
士
及
死
難
人
民
」
(鄭

子
屏
)
は

『西
安
文
史
資
料
』
第

=

輯

(
一
九
八
七
)
に
拠

っ

た
。

〈
5
>

一
九
三
〇
年
に
入
る
と
国
家
と
し
て
死
の
意
味
づ
け
が
強
化
さ

れ
、
各
地
の
戦
闘
で
死
亡
し
た
兵
士
を
部
隊
か
ら

一
名
選
出
し
南
京

の
国
膓

公

墓

へ
送

る

な

ど

の
体

系

性

が

み

ら
れ

る
よ

う

に

な

る
。

「国
葬

法
J

(
1
九
三

〇
年

一
〇
月

)
、

「国
葬

儀
式

」
公

布

(
一
九

三

〇

年

一
〇

月
)
、

「国

葬
先

哲

逝
世

日
紀
念

典

礼
條

例

」

(
一
九

三

三

年

五

月

)
、

「烈

士
耐

祠
辮

法

J

(
1
九

三
三
年

九

月

)
、

「
国
葬

墓

園

條

例

」

(
一
九

三
六
年

七

月
)

な

ど

の
制
度

が
旧

民
主

主

義
革

命

以

後

に
整

え

ら

れ

て
い
る
点

に
注
意

さ

れ
た

い
。

〈
6
>

一
九

三

二
年

に
何

慶
雲

が
革

命
公

園
を

遊
覧

し

た
際

の
感

慨

は

一
九

四
九

年

以
前

に
こ

の
公

園
を

訪

れ
た
多

く

の
人

々
に
共

有

さ
れ

る
も

の
で
あ

っ
た
。

イ

ン
フ

ォ
ー

マ

ン
ト

の
う
ち

幼
少

期

に
革

命

公

園
を

訪

れ

た
人

々

は
そ

れ
ぞ

れ

「草

の
生

い
茂

る
荒

地
」

「荒

れ

た

墓

で
恐

ろ
し

い
と

こ
ろ
」

「無

造
作

に
遺

体

を
埋

め
た
場

所

(
「乱

埋

墳

」
)
」

と
述

べ

て
い
る
。

〈
7
>

「民

政
庁

指

示
各

専

署
県

市

破
除

迷
信

、

改
革

風

俗
、

設

意

見

箱

広
征

民
意

」

(『
解
放

日
報

』
延

安
、

一
九

四

一
年

六

月

二
六
日

、

第

二
面

)
、

「
為

改
革
喪

事

礼
俗

、
提

唱

簡
素

併

改

造
陰

陽

案

」

(
一

九

四
六
年

)

[
胡

民
新

ら
編

一
九

九
五

]
。

後
者

の
提

案

は
検

討

を

経

て

「令
各

級
政

府
厳

禁
婦

女
纏

足
及

改
革
喪

事
礼

俗
提

唱
簡

素
併

改

造

陰
陽

」

(民

字
第

三

号
、

一
九

四
六
年

五

月

一
七

日
)

へ
と

展

開

さ

れ
た
。

〈
8

>

当

時

の
撹
案

か

ら
は
陵

園
建

設

の
た
め

に
多

額

の
資

金

が
集

め

ら
れ
、

中

山
陵

の
よ

う
な
墓
地

が

予
定

さ
れ

て

い
た
様

子
を

う
か

が

う

こ
と

が

で
き

る

(
現
在

、
関

連
櫨

案

は
閲

覧

不

可

)
。
我

々

の
目

に
す

る

こ
と

の
で
き

る
志

丹
陵

園

は
、
胡

宗
南

に

よ

る
破

壊
、

文
化

大

革
命

初
期

の
破

壊
を
経

て
修

復

さ
れ

た
も

の

で
あ

る
。

〈
9
>

「辺
区

政

府
建

革
命

公

墓

」

(
『解

放

日
報

』

一
九

四

一
年

八

月

Igo



一
五
日
、
第
二
面
)。

〈
10
>

「陳
甘
寧
辺
区
政
府
民
政
庁
命
令
-
事
由

"
為
通
分
検
査
当
地

烈
士
墳
墓
被
水
穀
者
応
速
修
補
滝
理
由
」
(戦
衛
字
二
二

二

九
四

九
年

一
二
月
一
=

日
)、
「陳
甘
寧
辺
区
政
府
民
政
庁
指
示
信
-
事

由

"
在
遭
敵
躁
躍
及
作
戦
地
区
、
応
徹
底
打
掃
衛
生
掩
埋
暴
死
」

(戦
衛
字

一
二

九
四
七
年

一
〇
月
二

一
日
)
の
な
か
に

一
九
四
九

年
以
前
の
埋
葬
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

〈n
>

陳
西
省
で
は

「晋
察
翼
辺
区
行
政
委
員
会
通
知

"
通
知
各
地
注

意
清
明
日
為
螢
烈
士
掃
墓
並
挙
行
紀
念
由
」
(戦
民
社
五
七
号
)
を

モ
デ
ル
と
す
べ
く

一
九
四
七
年
に
各
機
関
へ
と
転
送
さ
れ
て
い
る
。

〈12
>

た
だ
し
、
西
安
陥
落
後
に
出
さ
れ
た
烈
士
認
定
に
関
す
る
通
達

で
は
作
戦
中
の
戦
没

・
公
犠

・
敵
に
殺
害
さ
れ
た
者
を
調
査
対
象
と

し
て
お
り
、
人
民
解
放
軍
の
戦
闘
員

(遊
撃
隊
、
警
備
隊
を
含
む
)

だ
け
で
な
く
、
革
命
政
府
工
作
員
や
地
下
革
命
工
作
員
、
民
兵
や
民

工
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
戦
闘
で
罹
災
し
た
当
地
の
人
々
が
全

く
含
ま
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い

(「陳
甘
寧
辺
区
政
府
民
政
庁
通
知

-
事
由

"
為
調
査
烈
士
英
勇
諸
事
」
戦
衛
字

一
〇

二

九
四
九
年

一

一
月

一
〇
日
)。

〈13
>

こ
の
後
に
は
以
下
の
言
葉
が
続

い
て
い
る
が
、
重
視
度
合
い
が

異
な
る
た
め
に
実
現
さ
れ
る
に
は
さ
ら
に
時
間
を
要
し
た
。

こ
の
方
法
は
一
般
の
人
々
に
も
紹
介
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
村
の
人
々
が
死
ん
だ
な
ら
追
悼
会
を
開
き
、
こ
の

よ
う
な
方
法
で
我
々
の
哀
悼
の
思
念
を
託
す
こ
と
で
、
す
べ
て

の
人
民
に
団
結
を
さ
せ
る
の
で
あ
る

(毛
沢
東

「為
人
民
服

務
」

一
九
四
四
年
九
月
八
日
)。

〈14
>

す
で
に
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
墓
葬
改
革
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
に

県
人
民
政
府
か
ら
発
せ
ら
れ
た
通
知
の
草
稿
に
よ
る

(県
人
民
委
員

会
発
文
稿
紙

「積
極
開
展
墓
葬
改
革
工
作
的
通
知
」
県
民
政
科
(五

八
)
一
二
八
号
、
六
-

一
〇
、

一
九
五
八
年

一
〇
月
六
日
)。

〈15
>

人
民
公
社
、
生
産
大
隊
で
は
こ
の
時
期
改
め
て
墳
墓
の
撤
去
運

動
が
行
わ
れ
た
。
陳
西
省
中
部
で
は

一
九
六
七
年
を
頂
点
に
革
命

へ

の
衝
迫
に
基
づ
く
激
し
い
墓
地
の
破
壊
が
行
わ
れ
、
「破
四
旧
」
の

な
か
で
永
続
性
の
墓
地
を
造
営
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な

っ
て
い

る
。

一
九
五
〇
年
代
の
墓
地
移
転
、
平
坦
化
運
動
と
の
差
は
、
大
躍

進
期
の
遷
墓
が
生
産
性
の
向
上
に
宣
伝
の
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
た
こ
と

に
対
し
、

一
九
六
〇
年
代
の
墓
地
破
壊
が
思
想
の
問
題
と
し
て
扱
わ

れ
、
暴
力
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

〈16
>

「内
務
部
に
よ
る
火
葬
場
の
基
本
建
設
お
よ
び
設
備
問
題
に
関

す
る
座
談
会
」
(
一
九
六
六
年
)
は
全
国
各
県
の
民
政
局
に
転
送
さ

れ
、
各
地
で
旧
思
想
革
命
の
指
標
と
し
て
火
葬
場
建
設
が
着
手
さ
れ

る
。

一
九
六
五
年
の
報
告
に
よ
れ
ば
こ
の
年
ま
で
に
人
口
一
〇
〇
万

人
以
上
の
一
六
都
市
す
べ
て
に
火
葬
場
が
配
置
さ
れ
、
五
〇
万
か
ら

一
〇
〇
万
人
の
都
市
三

一
の
う
ち
二
三
都
市
に
、
二
〇
万
か
ら
五
〇

万
人
の
七
五
都
市
の
う
ち
二
六
都
市
に
そ
れ
ぞ
れ
火
葬
場
が
設
け
ら

れ
た
。

〈
17
>

民
政
局
の
資
料
を
も
と
に
し
た
葬
儀
改
革
の
歴
史
を
解
説
す
る

事
例
で
は
こ
う
し
た
見
解
を
と
る
研
究
者
が
多

い

[王

一
九
九

七

"
六
〇
六
な
ど
]。

〈
18
>

価
値
を
見
出
さ
れ
た
墓
地
は
永
続
性
が
保
証
さ
れ
る
が
、

一
般

の
公
墓
で
あ
れ
ば
合
法
的
な
墓
地
で
も
二
〇
年
を
満
期
に
処
理
や
課
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徴
金
を
求
め
ら
れ
る
。
販
売
時
に
永
久
保
存
を
標
榜
す
る
公
墓
も
あ

る
が
、
実
際
に
は
近
親
の
死
亡
と
と
も
に
忘
却
を
求
め
る
時
限
的
措

置
と
言
っ
て
よ
い

[民
政
部
人
事
教
育
司
編

一
九
九
六
]。
こ
の
意

味

で
、
今
日
の
公
墓
は
永
遠
の
父
系
子
孫
の
結
束
を
示
す
象
徴
と
は

な
り
え
ず
、
む
し
ろ
フ
リ
ー
ド
マ
ン
が
指
摘
し
た
追
慕
の
情
を
伴
う

家
庭
レ
ベ
ル
の
位
牌
祭
祀
に
近
い

[
フ
リ
ー
ド

マ
ン

一
九
九

一
(
一

九
五
八
)
二

二
ニ
ー

一
二
三
)。

〈19
>

一
九
八
〇
年
代
中
盤
ま
で
火
葬
率
の
低
下
は
続
き
、

一
九
八
四

年

に
は
陳
西
省
全
体
で
前
年
度
比

一
・
一
九
%
の
低
下
が
見
ら
れ
る

(
「民
政
部
関
與
貫
徹
執
行

『国
務
院
関
與
積
葬
管
理
暫
行
規
定
』
的

通
知
」
民
(八
五
)
=
二
号
、

一
九
八
五
年
二
月
二
六
日
)。
こ
の
傾

向
は
全
国
的
に
み
ら
れ
、
火
葬
場
の
数
は

一
九
七
八
年
の

=

一二
三

件
か
ら
低
迷
を
続
け
、

一
九
八
九
年
に
い
た
っ
て
回
復
を
遂
げ
る
。

火
葬
者
の
数
も

一
九
八
四
年
に

一
二
八
万

一
五
四
〇
人
を
記
録
す
る

ま
で

一
九
七
八
年
の
数
字
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

[国
家

統
計
局
社
会
統
計
司
編

一
九
九
〇
]。

〈20
>

本
章
の
デ
ー
タ
は
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
か
ら
二
〇
〇
二
年
五
月

ま
で
陳
西
省
中
部
の
四
都
市
に
て
断
続
的
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
。

積
儀
館
、
火
葬
場
の
従
業
員
に
関
す
る
情
報
は
二
〇
〇
五
年
八
月
に

行

っ
た
別
途
調
査
に
よ
り
補
足
し
た
。

〈
21
>

管
理
セ
ン
タ
ー
内
の
標
語
に
よ
る
。

〈
22
>

一
九
七
八
年
に
対
外
開
放
さ
れ
た
こ
の
公
墓
は
中
国
農
工
党
陳

西
省
委
員
会
資
訊
服
務
部
と
郷
人
民
政
府
の
合
同
作
業
の
結
果
、
地

域
を
代
表
す
る
先
進
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
建
設
さ
れ
た
。

〈23
>

積
儀
館
、
土
地
局
な
ど
に
あ
て
ら
れ
た
土
地
使
用
の
批
准
文
書

で
も
こ
の
土
地
が
荒
れ
た
傾
斜
地
で
あ
り
旧
墓
地
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
挙
げ
墓
地
建
設
を
許
可
し
て
い
る

(市
区
計
画
委
員
会

「関
與

公
墓
的
批
復
」
九
三
-
六
四
号
、

一
九
九
三
年
)。

〈24
>

殖
葬
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
に
よ
れ
ば
、
本
県
は
葬
儀
改
革
の
内

容
を
宣
伝
す
る
段
階
に
あ
り
、
火
葬
や
公
墓
に
よ
る
死
の
管
理
は
ま

だ
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
過
渡
期
に
あ
る
。

な
お
、
今
日
の
埋
葬
者
増
減
を
分
析
す
る
う
え
で
死
亡
が
確
認
さ

れ
て
か
ら
病
院
の
太
平
間
、
積
儀
館
、
火
葬
と
遺
灰
の
処
理
に
つ
い

て
一
連
の
行
政
的
手
続
き
と
経
済
的
援
助

に
か
か
る
側
面
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
問
題
は
別
稿
に
譲
る
。

〈25
>

「積
葬
管
理
条
例
」
第
八
条

(国
務
院
令
第
二
二
五
号
、

一
九

九
七
年
七
月
二
一
日
)
、
「陳
西
省
積
葬
管
理
辮
法
」
二
四
条

(陳
西

省
人
民
政
府
令
第
六
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
二
二
日
)、
「公
墓
管

理
暫
行
辮
法
」

一
八
条

(民
政
部
民
事
発
二
四
号
、

一
九
九
二
年
八

月
二
五
日
)
の
規
定
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
法
規
は
す
べ
て
民
政
庁
業

務
の
指
導
教
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る

[陳
西
省
民
政
庁
編

二
〇
〇

二
]。

〈26
>

A
公
墓
の
あ
る
職
員
は
、
積
儀
館
付
属
火
葬
施
設
の
利
用
者
に

葬
儀
改
革
を
説
明
す
る
際
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
語
句
を
ま
と
め

た
メ
モ
を
作
成
し
て
い
た
。
引
用
す
る
語
句
の
な
か
に
一
九
八
〇
年

郡
小
平
が
海
外
の
記
者
に
述
べ
た
言
葉
が
あ
る
。
こ
こ
で
も

「五
〇

年
代
毛
主
席
が
死
亡
後
火
葬
し
遺
灰
の
み
を
留
め
、
遺
体
を
残
さ
ず

墓
も
建
設
し
な
い
こ
と
を
提
議
し
た
」
こ
と
を
紹
介
し
周
恩
来
の
例

を
挙
げ
て
火
葬
、
無
墓
地
を
葬
儀
改
革
の
最
終
到
達
点
と
説
明
し
て

い
る
。
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