
『
斜
陽
』
論

〈復
員
者
〉
と
い
う
視
点
で
み
る
直
治
1

花
岡
　
紗
椰
香

は
じ
あ
に

　

太
宰
治
の
「
斜
陽
」
は
一
九
四
七
（
昭
和
二
十
二
）
年
七
月
一
日

発
行
の
『
新
潮
』
第
四
十
四
巻
第
七
号
か
ら
第
四
十
四
巻
十
号
ま
で
の

全
四

回
に
わ
た
り
「
長
期
連
載
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
雑
誌
掲
載
時

か

ら
そ
の
反
響
は
大
き
か
っ
た
よ
う
で
、
十
月
号
の
「
編
集
後
記
」
で

は
「
恐
ら
く
、
こ
の
「
斜
陽
」
は
、
本
年
度
日
本
文
學
に
お
け
る
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

牧
穫
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
絶
賛
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
年

十
二
月
十
五
日
に
同
じ
く
新
潮
社
か
ら
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
、
雑
誌
掲

載
時
か
ら
の
人
気
を
引
き
継
ぎ
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
。
十
二
月

十
五

日
付
で
刊
行
さ
れ
た
「
斜
陽
」
は
、
初
版
で
一
万
部
、
再
版
で
五

千
部
、
三
版
で
五
千
部
、
四
版
で
一
万
部
と
版
を
重
ね
、
翌
年
の
一
九

四

八

（昭
和
二
十
三
）
年
七
月
の
新
版
と
併
せ
て
一
九
四
九
（
昭
和
二

十

四
）
年
三
月
ま
で
に
十
二
万
部
を
超
し
た
よ
う
で
あ
る
。
後
期
の
人

気
に

は

作
者
自
身
の
自
殺
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
の
影
響

も
大
き
く
関
係
し
て
は
い
る
が
、
「
斜
陽
」
が
当
時
多
く
の
人
々
に
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
F
斜
陽
」
が
当
時
の
人
々
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た
理
由
と
は
、
一
体
何

だ

っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
野
平
健
一
氏
は
、
「
『
斜
陽
』

は
、
そ
の
素
材
だ
け
で
、
時
流
に
投
じ
た
と
思
わ
れ
る
フ
シ
が
た
く
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

ん

あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
指
摘
か
ら
も
発
表
当
時
の

「
斜
陽
」
人
気
に
は
、
当
時
の
時
代
背
景
が
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る

の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
の
「
斜
陽
」
研
究
で
は
、
太
宰
の
当
時
の
女
性
関
係
や
生

い

立

ち
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
思
想
、
作
品
に
登
場
す
る
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の

宗
教

観
、
着
想
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
ア
ン
ト
ン
・
チ
ェ
ー
ホ
フ
の

『桜
の
園
』
、
あ
る
い
は
太
田
静
子
の
日
記
な
ど
を
手
が
か
り
に
母
や
か

ず

子
、
直
治
、
上
原
と
い
っ
た
各
登
場
人
物
に
つ
い
て
の
考
察
が
多
く

な
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
主
人
公
か
ず
子
の

弟
で

あ
る
直
治
に
つ
い
て
は
、
作
者
で
あ
る
太
宰
と
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
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捉
え

方
が
長
年
主
流
と
な
っ
て
き
た
よ
う
だ
。

　
直
治
の
同
時
代
評
と
し
て
、
豊
島
与
志
雄
は
、
直
治
は
作
者
で
あ
る

太
宰
自
身
に
「
う
ん
と
引
き
つ
け
た
人
物
」
で
あ
る
と
座
談
会
で
述
べ
、

ま
た
高
見
順
も
作
中
の
「
夕
顔
日
誌
」
は
「
そ
っ
く
り
昔
の
太
宰
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
作
中
の
登
場
人
物
で
あ
る
直
治

の

姿
と
青
春
時
代
の
太
宰
の
姿
を
重
ね
る
読
み
方
は
、
発
表
当
初
か
ら

盛
ん
に

行

わ
れ
、
ま
た
現
代
に
い
た
る
ま
で
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

治
に

つ
い

て
考
察
す
る
上
で
主
流
の
考
え
方
と
な
っ
て
い
る
。

　
確
か
に

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
直
治
と
太
宰
の
青

年
期
は
重
な
る
点
が
多
い
。
旦
ハ
体
的
な
年
齢
に
は
誤
差
が
あ
る
も
の
の

太
宰

も
直
治
と
同
様
に
薬
物
中
毒
の
経
験
が
あ
り
、
ま
た
自
身
の
出
身

階
級
に
対
す
る
苦
悩
を
抱
え
て
い
た
。
さ
ら
に
、
太
宰
の
他
作
品
に
お

い

て

も
直
治
と
似
た
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
太
宰
が
薬
物

中
毒
で
入
院
し
て
い
た
際
の
こ
と
を
元
に
書
い
た
と
言
わ
れ
る
「
出
己

M
A
N
　
L
O
S
T
」
　
（
『
新
潮
』
一
九
三
七
年
四
月
一
日
、
新
潮
社
）
と
い

う
作
品
に
は
、
散
文
的
な
文
章
の
書
き
方
で
薬
物
や
自
分
自
身
、
身
の

回

り
に
対
す
る
苦
悩
が
書
か
れ
て
お
り
、
直
治
の
「
夕
顔
日
誌
」
を
想

起

さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
饗
庭
氏
が
「
直
治
に
太
宰
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

自
伝
的
要
素
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て

い

る
よ
う
に
、
太
宰
自
身
も
意
識
的
に
直
治
と
自
分
の
過
去
を
重
ね
て

描
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
直
治
1
1
太
宰
と
い
う
考
え
方
が
で
き
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
直
治
と
太
宰
は
両
者
の
最
も
印
象
に
残
る
性
質
が

類
似

し
て
い
る
た
め
、
読
み
手
側
は
両
者
が
ぴ
っ
た
り
と
重
な
る
か
の

よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
直
治
と
太
宰
の
間
に
は
完
壁
に

重
な
ら
な
い
部
分
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
中
で
も
太
宰
と
直
治
で
大
き
く
異
な
る
点
は
、
直
治
が
〈
復
員
者
〉

で

あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
で
は
日
本
に
い
る
ほ
と
ん
ど

の

男
性
が
戦
争
に
参
加
し
た
。
直
治
も
そ
の
中
の
1
人
で
あ
り
、
学
生

で

は
あ
っ
た
が
徴
集
を
受
け
て
い
る
。
一
方
太
宰
は
、
そ
の
よ
う
な
時

代
の
中
で
身
体
検
査
を
受
け
る
も
「
肺
浸
潤
」
の
診
断
を
受
け
、
徴
兵

　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヅ
　

を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
太
宰
は
「
分
身
」
と
さ
れ
る
直

治

と
は
異
な
り
、
戦
場
に
行
っ
た
経
験
が
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

〈復
員
者
〉
で
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
直
治
を
太
宰
の
青
春
期

と
い
う
型
に
嵌
め
込
ん
で
読
ん
で
し
ま
う
と
、
両
者
の
間
に
生
じ
る
こ

の

差
異
を
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。

r斜
陽
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
四
七
年
は
太
平
洋
戦
争
が
終
了
し
て
か

ら
二
年
が
経
過
し
て
お
り
、
　
〈
復
ロ
貝
者
〉
と
呼
ば
れ
る
戦
場
か
ら
帰
っ

て

き
た
兵
士
た
ち
が
大
勢
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
繰
り
返
す
よ
う
だ
が

F斜
陽
」
の
直
治
も
戦
争
が
終
わ
っ
た
翌
年
に
南
方
か
ら
帰
還
し
た

〈
復
員
者
〉
で
あ
る
。
片
山
晴
夫
氏
は
「
斜
陽
」
の
魅
力
は
直
治
に
あ

る
と
し
、
直
治
の
〈
復
員
者
〉
と
し
て
の
1
面
を
考
察
し
な
が
ら
、
直

治

は
「
『
斜
陽
』
の
一
篇
の
中
で
の
み
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
昭
和

二
十
年
代
の
文
学
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述

　
　
　
ハ
　
　

べ
て
い

る
。
「
斜
陽
」
が
当
時
の
人
々
に
与
え
た
「
衝
撃
」
の
要
因
を

考
え
る
上
で
、
片
山
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
直
治
の
〈
復
員
者
〉
と
い
う
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設
定
は

見
過

ご
せ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
直
治
の
〈
復
員

者
〉
と
い
う
設
定
と
当
時
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
詳
し
く
言
及
し
た
先

行
研
究

は
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
論
文
で
は
触
れ
る
程
度
に
留
ま
っ
て

い

る
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
、
太
宰
と
直
治
の
差
異
の
中
で
も
こ
の
点

に

焦
点
を
当
て
、
当
時
の
〈
復
員
者
〉
が
実
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な

存
在
で

あ
っ
た
の
か
、
ま
た
「
斜
陽
」
以
外
の
文
学
作
品
で
は
ど
の
よ

う
に
描
か
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
整
理
し
、
F
斜
陽
」
と
比
較

し
な
が
ら
直
治
が
当
時
の
社
会
で
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
時
代
背
景
と
共
に
考
察
し
て
い
く
o

　

な
お
、
本
文
の
引
用
は
『
太
宰
治
全
集
　
第
十
巻
』
（
一
九
九
九
年

一
月
、
筑
摩
書
房
）
に
拠
る
。

、

〈復
員
者
〉
の
実
態

　
直
治
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
一
般
的
に
〈
復
員
者
〉
と
呼
ば
れ
る

存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
ま
ず
は
〈
復
員
者
〉
に
つ
い
て
時
系
列
に
沿
っ

て
概
観
し
た
い
。

　
〈
復
員
〉
と
は
、
「
戦
時
の
体
制
に
あ
る
軍
隊
を
平
時
の
体
制
に
復
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兵
員
の
召
集
を
解
く
こ
と
。
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

〈
復
員
〉
は
戦
争
に
行
っ
て
い
た
兵
士
が
一
般
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と

を
指
し
、
〈
復
員
者
〉
は
丘
ハ
役
を
終
え
、
　
一
般
社
会
に
復
帰
し
た
兵
士

の

こ
と
を
指
す
。
ま
た
〈
復
員
〉
は
、
戦
場
へ
送
る
た
め
に
兵
士
を
集

め

る
意
で
使
わ
れ
る
〈
動
員
〉
の
対
義
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。

　
一
方
、
類
似
の
言
葉
に
〈
引
揚
げ
〉
ま
た
は
〈
引
揚
げ
者
〉
と
い
う

語
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
〈
復
員
〉
が
兵
士
（
将
兵
）
が
社
会
に
復
帰
す

る
こ
と
を
指
す
の
に
対
し
、
満
州
等
へ
移
住
し
て
い
た
民
間
の
邦
人
が

日
本
に
帰
国
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
来
〈
復
員
〉
と
〈
引
揚
げ
〉

は

こ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
時
を
経
る
に
つ
れ

復
員
業
務
、
引
揚
げ
業
務
と
も
に
あ
る
程
度
落
ち
着
い
て
く
る
と
、
ど

ち
ら
も
引
揚
げ
業
務
と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
〈
復
員
〉
と
〈
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

揚
げ
〉
の
区
別
は
無
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
海
外
部
隊
の
復
員
に
つ
い
て
は
、
九
月
十
日
の
「
帝
国
陸
軍
（
外
地

部
隊
）
復
員
実
施
要
領
細
目
」
（
陸
機
密
第
五
九
〇
八
号
）
に
従
い
準

備
が
進
め

ら
れ
た
。
海
外
の
各
部
隊
は
、
終
戦
時
戦
闘
を
行
っ
て
い
た

地
域
に

よ
っ
て
降
伏
す
べ
き
相
手
と
各
国
軍
の
管
理
地
域
に
よ
り
降
伏

調
印
を
行
っ
た
。
そ
の
後
武
装
解
除
を
し
、
連
合
軍
が
指
定
し
た
各
収

容
所
で
捕
虜
生
活
を
送
り
な
が
ら
〈
復
ロ
貝
船
〉
と
呼
ば
れ
る
迎
え
の
船

の

到
着
ま
で
待
機
が
命
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
収
容
所
に
集
ま
る
に
し
て

も
必
ず
現
地
に
指
定
さ
れ
た
収
容
所
が
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
広
大
な
土

地
に

散

ら
ば
っ
て
し
ま
っ
た
兵
士
を
集
め
る
の
に
は
連
合
軍
も
非
常
に

労
力
を
要
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
収
容
所
に
収
容
さ
れ
た
兵
士
た
ち
は
本
来
、
国
際
法
に
基
づ
き
強
制

労
働

を
強
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
南
方
軍
は
日

本
軍

を
俘
虜
（
P
’
ρ
W
）
と
し
て
強
制
労
働
に
服
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

が
無
い

よ
う
に
連
合
国
に
申
し
入
れ
を
し
て
い
た
が
、
収
容
所
に
よ
っ

て

は
苛
烈
な
強
制
労
働
を
強
い
ら
れ
た
。
特
に
ビ
ル
マ
な
ど
の
島
は
悲

惨
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
二
十
年
九
月
上

一 173一



旬
以
降
は
各
地
で
「
作
業
隊
」
と
呼
ば
れ
る
労
働
従
事
者
が
生
ま
れ
た
。

さ
ら
に
、
収
容
所
に
よ
っ
て
は
強
制
労
働
の
他
に
も
長
時
間
労
働
、
休

憩
時
間
・
食
事
の
カ
ッ
ト
、
休
日
取
り
消
し
、
嫌
が
ら
せ
、
体
罰
な
ど

も
あ
っ
た
そ
う
で
あ
り
、
中
で
も
日
本
軍
へ
の
怨
恨
が
深
か
っ
た
と
言

わ
れ
る
英
、
仏
、
蘭
、
豪
軍
の
施
設
で
は
こ
う
し
た
こ
と
が
多
発
し
た

　
　
　
　
　
ロ
　

そ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
ソ
連
管
理
地
域
に
つ
い
て
は
武
装
解
除
し
た
日

本
軍
が

「
作
業
隊
」
と
し
て
再
編
成
さ
れ
、

し
ま
い
、
生
活
は
過
酷
を
極
め

復
員
開
始
を
他
の
部
隊
よ
り
も

遅
い

昭
和
二
十
一
年
十
二
月
以

降
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
事

態
が
発
生
し
た
。

　
r
斜
陽
」
の
直
治
は
、
南
方

か

ら
の
復
員
者
と
い
う
設
定
に

な
っ
て
い
る
が
、
南
方
軍
は
昭

和
二
十
年
八
月
二
十
日
の
戦
争

停
止
に

と
も
な
い
、
地
区
ご
と

に

連
合
軍
と
の
交
渉
を
開
始
し

た
。
南
方
軍
の
降
伏
調
印
式
は

九
月
十
二
日
で
あ
り
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
。

　
海
外
か
ら
帰
還
し
た
復
ロ
貝
者

お

よ
び
引
揚
げ
者
は
、
浦
賀
、

シ

ベ

リ
ア
に
移
送
さ
れ
て

年月 帰還者数 年月 帰還者数 年月 帰還者数

20．9 131，205 21．4 516，500 21．11 72，062

20．10 245，103 21．5 579，557 21．12 91，212

20．11 317β47 21．6 625，482 22．1 88，004

20．12 247，582 21．7 374，383 22．2 67，262

21．1 221，714 21．8 176，186 22．3 100，737

21．2 248，008 21．9 209，385 22．4 69，159

21．3 568，826 21．10 335，188 22．5 71，557

　　　　（『引揚援護の記録」）所収「引揚者受入月別統計」）

昭和20年9月～昭和22年5月までの帰還者数の変遷（1’）

舞
鶴
、
下
関
、
博
多
、
佐
世
保
、
鹿
児
島
、
函
館
、
宇
品
、
唐
津
、
別

府
、
名
古
屋
な
ど
の
港
に
そ
れ
ぞ
れ
運
ば
れ
た
。
こ
れ
ら
の
港
の
中
で

最
も
多
く
の
帰
還
者
が
あ
っ
た
の
は
博
多
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
復

員
者
の
中
に
は
、
飢
餓
状
態
や
戦
場
で
の
恐
怖
体
験
か
ら
戦
争
精
神
病

を
患
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
一
部
の
船
で
は
積

年
の
恨
み
か
ら
、
上
官
に
対
す
る
リ
ン
チ
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
っ
た
そ

う
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
過
酷
な
状
況
下
で
無
事
に
各
港
に
着
く
こ
と
が
で
き
た

船

は
、
ま
ず
乗
船
者
た
ち
が
疫
病
（
コ
レ
ラ
、
ペ
ス
ト
、
チ
フ
ス
、
黄

熱
病
、
痘
瘡
）
に
罹
患
し
て
い
な
い
か
臨
船
検
疫
を
行
い
、
検
査
し
た
。

こ
こ
で
異
常
無
し
が
確
認
さ
れ
る
と
よ
う
や
く
上
陸
が
許
可
さ
れ
、
入

国
・
復
員
手
続
き
の
際
に
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
「
復
口
貝
証
明
書
」
「
引
揚

証
明
書
」
「
給
与
通
報
」
「
罹
患
証
明
書
」
「
日
銀
券
（
現
金
）
」
を
受

け
取
っ
た
。
そ
の
後
「
即
日
帰
郷
」
か
F
引
揚
擁
護
所
」
で
数
日
過
ご

し
た
後
の
帰
郷
か
の
ど
ち
ら
か
を
復
員
者
本
人
が
選
べ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
復
員
者
は
弁
当
や
乾
パ
ン
な
ど
の
食
料
の
他
、
帰
郷
ま
で
の
電

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

車
の
切
符
な
ど
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
そ

の

後
復
員
者
た
ち
は
、
実
家
の
農
業
を
手
伝
っ
た
り
、
新
た
な
職

を
見
つ
け
た
り
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
戦
後
社
会
で
新
た
な
生
活
を
始
め
た
。

終
戦
か
ら
四
年
経
っ
た
昭
和
二
十
四
年
六
月
以
降
の
復
員
者
約
四
万
七

千
人
余
り
の
就
職
状
況
調
査
に
よ
れ
ば
、
家
業
に
従
事
し
た
者
は
、
農

漁
業
一
万
五
九
一
八
人
、
商
工
業
三
七
七
六
人
、
そ
の
他
事
業
一
五
〇

一
人
、
前
職
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
に
復
職
し
た
者
は
原
職
復
帰
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が
八
三
二
六
人
、
新
規
が
e
r
l
1
1
　
O
人
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
は
求
職
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
い
は
療
養
中
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
復
員
し
た
者
が
教
職
に
就

く
こ
と
は
昭
和
二
十
年
十
一
月
1
日
の
時
点
で
は
、
G
H
Q
の
「
軍
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

主
義
を
払
拭
す
る
」
と
い
う
意
図
の
指
令
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
復
員
業
務
に
つ
い
て
は
、
陸
海
軍
省
が
二
十
年
十
一
月
三
十
日

に

廃

止
、
第
一
復
員
省
（
元
陸
軍
省
）
、
第
二
復
員
省
（
元
海
軍
省
）

へ
改
組

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
復
員
業
務
も
請
け
負
っ
た
が
、

そ
の
後
も
何
度
も
改
称
や
統
合
、
廃
止
を
重
ね
、
か
つ
て
復
l
l
貝
業
務
を

担
当
し
た
部
署
は
現
在
の
厚
生
労
働
省
社
会
・
擁
護
局
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
当
初
復
員
や
引
揚
げ
業
務
に
つ
い
て
は
日
本
政
府
や
都
道
府
県

に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
や
り
方
に
対
し
G
H

Q
側
が
懸
念
を
示
し
、
G
H
Q
の
参
謀
第
三
部
引
揚
課
を
中
心
に
し
て

指
導
権
の
行
使
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
複
雑
で
煩
雑
な
業
務
の
も
と
戦
後
日
本
の
一
大
事

業
で

あ
る
復
員
業
務
が
行
わ
れ
、
多
く
の
兵
士
た
ち
が
米
軍
に
占
領
さ

れ

た
日
本
へ
〈
復
員
者
〉
と
し
て
帰
還
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
困
難
を
乗
り
越
え
復
員
し
た
者
た

ち
は
戦
後
日
本
社
会
で
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
戦
後
社
会
に
お
け
る
復
員
者
像

　
復
員
者
に
つ
い
て
は
当
時
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

特
に
新
聞
で
は
、
復
員
が
始
ま
る
日
時
や
復
ロ
貝
者
の
氏
名
、
戦
場
で
戦
っ

た

兵
士

を
温
か
く
迎
え
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る
記
事
な
ど
が
連
日
の
よ

う
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
終
戦
か
ら
数
か
月
が
経
過
す
る
と
、
復
員
者
に

対
し
て
好
意
的
で
は
な
い
記
事
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
戦
後
、
食
糧
難
や
物
資
不
足
か
ら
強
盗
や
窃
盗
、
殺
人
事
件
が
戦
中

と
比
べ
増
加
し
、
新
聞
で
も
毎
日
の
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
事
件
に
つ
い

て
報
道

さ
れ
た
。
一
九
四
五
年
十
二
月
二
十
二
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
で

は

「
強
盗
全
國
に
跳
梁
　
警
保
局
に
き
く
封
策
」
と
い
う
見
出
し
で
、

昨
今
強
盗
や
傷
害
事
件
が
全
国
的
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ

て
い

る
。
（
『
東
京
朝
日
新
聞
朝
刊
』
一
九
四
五
年
十
二
月
二
十
二
日
）

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
犯
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
が

r國
民
帽
軍
用
被
服
」
を
着
た
復
員
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
先
程
と
同
日

の

新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
「
殺
す
素
人
集
團
（
帝
都
の
犯
罪
兇
暴
化
）
」

（『
東
京
朝
日
新
聞
朝
刊
』
一
九
四
五
年
十
二
月
二
十
二
日
）
と
い
う
記

事
に
は
、帝

都
の
殺
人
事
件
数
は
本
年
度
一
月
か
ら
終
戦
時
ま
で
は
九
件
だ

つ

た
が
、
終
戦
後
約
四
ヶ
月
の
聞
に
二
十
三
件
に
は
ね
上
つ
た
。

強
盗
は
先
月
が
二
十
八
件
、
今
月
は
上
旬
だ
け
で
既
に
十
六
件
に

お
よ
ん
で
ゐ
る
、
再
犯
者
の
大
部
分
は
軍
猫
で
犯
罪
を
行
ふ
と
い

は
れ
る
が
、
最
近
の
事
件
は
二
人
組
、
三
人
組
が
目
立
つ
、
追
剥

程
度
で

す
む
も
の
と
想
像
さ
れ
る
犯
行
の
場
合
で
も
殺
し
て
し
ま

つ
て
ゐ

る
の
が
多
い
の
を
み
て
も
、
犯
人
の
多
く
が
初
犯
者
だ
と

推
定

さ
れ
る
（
略
）
犯
人
は
二
十
歳
か
ら
二
十
五
、
六
歳
の
青
年

で
、
國
民
帽
軍
用
被
服
を
着
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
と
さ
れ
て
ゐ
る

一
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と
あ
り
、
戦
後
凶
悪
な
殺
人
事
件
が
激
増
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
共

に

そ
の
犯
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
が
F
軍
用
被
服
」
を

着
た

二
十
代
の
若
い
青
年
た
ち
、
つ
ま
り
復
員
者
で
あ
る
と
報
じ
て
い

る
。
そ
の
後
も
類
似
の
報
道
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
一
九
四
五
年

十
二
月
二
十
六
日
に
は
「
特
攻
隊
ロ
貝
　
辻
強
盗
に
輔
落
す
　
悪
友
に
誘

は

れ

て

（泣
い

て
語
る
“
罪
の
心
境
”
）
　
J
　
（
『
東
京
朝
日
新
聞
朝
刊
』

一
九
四

五
年
十
二
月
二
十
六
日
）
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
ク
リ
ス

マ
ス

イ
ブ
の
日
に
浅
草
界
隈
を
荒
ら
し
て
い
た
不
良
少
年
の
一
味
が
警

察
に
捕
ま
っ
た
一
件
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
捕
ま
っ
た
の
は
十

七
歳

と
十
九
歳
の
少
年
二
人
で
、
う
ち
一
人
は
終
戦
当
時
、
海
軍
の

F水
際
特
攻
隊
員
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
で
は
昨
今

復
員
者
（
元
特
攻
隊
員
）
に
よ
る
事
件
が
な
ぜ
多
い
の
か
と
い
う
こ
と

に

つ
い

て

も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
犯
人
の
復
員
少
年
に
も
「
復
員
後
眞

面
目
に
職
に
つ
く
つ
も
り
は
な
か
っ
た
か
」
「
復
員
當
時
に
貰
つ
た
金

は
ど
う
し
た
か
」
な
ど
の
質
問
を
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
記
者
の

F嘗
て

特
攻
隊

員
と
し
て
國
民
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
ゐ
た
身
が
辻
強
盗
を

や

つ
た

時
の
氣
持
ち
は
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し
復
員
者
の
少
年
は
、

r厭
だ
つ
た
（
泣
く
）
、
し
か
し
復
員
當
時
は
兵
隊
が
負
け
た
ん
だ
と
い

う
風
な
態
度
で
扱
は
れ
ま
た
敗
残
兵
と
も
い
は
れ
た
（
激
し
く
泣
く
）
」

と
感
情
を
露
わ
に
し
て
答
え
て
お
り
、
戦
中
は
「
神
風
特
攻
隊
」
や
英

霊

な
ど
と
人
々
か
ら
神
聖
視
さ
れ
、
も
て
は
や
さ
れ
た
復
ロ
貝
者
た
ち
が

戦
後
、
本
土
に
帰
っ
て
く
る
と
今
度
は
手
の
平
を
返
し
た
よ
う
に
「
敗

残
兵
」
な
ど
と
罵
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
当
時
の
非
情
な

社
会
背
景
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、
復
員
者
た
ち
は
「
敗
残
兵
」
と
い
う
呼
び
名
の
他
に
も
「
特

攻
隊
く
ず
れ
」
と
言
わ
れ
、
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
四

五
年
十
二
月
二
十
七
日
に
は
「
素
質
低
下
も
多
い
「
特
攻
隊
」

に

　
第
一
復
員
省
談
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
朝
刊
』
一
九
四
五
年
十
二
月

二
十
七

日
）
と
い
う
記
事
に
は
、
「
治
安
の
齪
れ
と
共
に
復
員
軍
人
に

つ
い

て

と
か
く
の
噂
を
生
ん
で
ゐ
る
、
殊
に
「
特
攻
隊
く
つ
れ
」
と
い

ふ
い

ま
は
し
い
言
葉
す
ら
流
行
し
て
ゐ
る
。
」
な
ど
と
あ
る
。

　

さ
ら
に
作
家
の
志
賀
直
哉
は
、
一
九
四
五
年
十
二
月
十
六
日
の
朝
日

新
聞
の
「
聲
」
に
「
特
攻
隊
再
教
育
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
朝
刊
』
一
九

四

五
年
十
二
月
十
六
日
）
と
い
う
投
稿
を
寄
せ
「
特
攻
隊
と
し
て
」

F特
殊

な
精
神
教
育
を
受
け
て
來
た
青
年
た
ち
を
そ
の
ま
ま
復
員
し
て

し
ま
つ
た
事
は
、
政
府
と
し
て
無
責
任
極
ま
る
措
置
」
で
あ
っ
た
と
政

府
を
非
難
し
、
F
特
攻
隊
く
つ
れ
」
と
言
わ
れ
る
青
年
た
ち
に
同
情
の

意

を
示
し
た
上
で
、
青
年
復
員
者
た
ち
の
「
再
教
育
」
の
必
要
性
を
説

い

て
い

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
復
員
者
に
寄
り
添
う
声
が
あ
る
一
方

で

同
じ
紙
面
に
は
「
首
魁
は
復
員
軍
人
強
盗
團
の
首
謀
三
名
逮
捕
」

（『
東
京
朝

日
新
聞
朝
刊
』
一
九
四
五
年
十
二
月
二
十
七
日
）
と
い
う
記

事
が
掲
載

さ
れ
お
り
、
一
部
同
情
の
声
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
復
員
軍

人
の
モ
ラ
ル
を
疑
う
世
間
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
か
な
か
払
拭
し
に
く
い
状

況
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
新
聞
記
事
か

ら
、
復
ロ
貝
者
に
対
す
る
世
間
の
評
価
は
決
し
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な

一 176一



V
、
む
し
ろ
戦
後
社
会
に
お
い
て
復
員
者
は
「
敗
残
兵
」
や
「
特
攻
隊

V
つ
れ
」
な
ど
と
嫌
厭
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
い
っ
た
社
会
状
況
に
対
し
当
事
者
で
あ
る
復
員
者
た

ち
は
ど
の
よ
う
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
一
九
四
五
年
に
十
九
歳
で
地
元
静
岡
に
復
員
し
た
渡
辺
清
氏
（
一
九

二
五

～
1
九
八
1
）
は
、
1
九
四
1
年
の
高
等
小
学
校
卒
業
後
に
海
軍

を
志
願
し
、
戦
艦
武
蔵
に
乗
船
、
マ
リ
ア
ナ
・
レ
イ
テ
沖
海
戦
に
参
加

し
て
い
た
。
渡
辺
氏
は
復
員
後
、
精
神
的
に
落
ち
込
こ
ん
で
し
ま
い
、

家
に
籠
り
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
日
記
を
つ
け

　
　
　
め
　

て
い

た
。
そ
こ
に
は
当
時
の
復
ロ
貝
者
に
関
す
る
記
述
が
多
く
見
受
け
ら

れ
る
。

　
例
を
挙
げ
る
と
、
昭
和
二
十
年
十
一
月
二
十
六
日
の
日
記
に
は
「
予

科
練

あ
が
り
の
特
攻
隊
員
」
が
起
こ
し
た
「
覆
面
ピ
ス
ト
ル
強
盗
」
事

件
と
復
員
者
に
対
す
る
世
間
の
評
判
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
新
聞

等
で
報
道
さ
れ
る
復
員
者
の
評
判
が
あ
ま
り
好
ま
し
く
な
い
ご
と
に
も

触
れ

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
渡
辺
氏
が
「
村
で
も
復
員
兵
の
評
判
は

ま
こ
と
に
芳
し
く
な
い
。
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
東
京
な
ど

の

都
心
部
に
限
ら
ず
地
方
の
村
に
至
っ
て
も
復
員
者
に
対
し
て
「
何
を

し
で
か
す
か
わ
か
ら
ん
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
と

い

う
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
復
員
者
に
対
す
る
好
ま
し
く
な
い
印

象
は
全
国
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
渡
辺
氏
は
罪
を
犯
し

て

し
ま
っ
た
「
復
員
兵
の
気
持
ち
は
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
語

り
、
復
員
者
の
若
者
た
ち
が
戦
後
社
会
の
中
で
「
何
も
か
も
信
じ
ら
れ

な
く
な
っ
て
」
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
帰
還
し
た

若
者
た
ち
の
多
く
が
実
際
に
は
犯
罪
を
起
こ
さ
な
い
に
し
て
も
戦
後
社

会
や
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
、
そ
し
て
自
分
自
身
に
対
す
る
不
信
感
を
心

の

内
に
秘
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
翌
年
の
昭
和
二
十
一
年
一
月
十
六
日
の
日
記
で
は
、
年
を
跨

い

で

も
な
お
発
生
す
る
「
復
ロ
貝
強
盗
」
に
対
し
て
r
本
人
に
責
任
が
あ

る
」
と
し
な
が
ら
も
「
す
べ
て
を
復
員
兵
の
せ
い
に
し
て
し
ま
う
の
は

片
手
落
ち
」
で
あ
る
と
し
て
、
世
間
に
非
難
さ
れ
る
復
員
者
を
「
御
憂

慮
遊
ば

さ
れ
る
」
天
皇
や
社
会
に
も
そ
の
責
任
が
あ
る
と
批
判
し
て
い

る
。
加
え
て
渡
辺
氏
は
「
「
須
ら
く
起
つ
べ
し
」
の
号
令
に
こ
た
え
て
、

正
直
に
起
ち
あ
が
っ
た
お
れ
た
ち
は
、
逆
に
「
悔
い
を
万
代
に
残
」
し

た

の

だ
。
」
と
戦
後
、
復
員
者
に
対
し
て
非
難
の
言
葉
や
視
線
を
浴
び

せ

る
民
間
人
へ
の
憤
り
を
露
わ
に
し
て
い
る
。
戦
中
、
復
員
者
た
ち
は

戦
争
に
行
く
こ
と
が
正
義
で
あ
り
、
誠
で
あ
る
と
教
え
込
ま
れ
、
国
や

そ

こ
に
住
む
人
々
の
た
め
に
命
を
懸
け
て
戦
っ
て
き
た
。
に
も
関
わ
ら

ず
、
命
か
ら
が
ら
帰
っ
て
く
る
と
今
度
は
「
敗
残
兵
」
な
ど
と
罵
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
実
に
渡
辺
氏
が
言
う
よ
う
に
「
す
こ
し
も

r
く
ず
れ
」
な
い
」
復
員
者
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
復
員
者
の
心
の
中
に
は
社
会
に

対
す
る
不
信
感
が
少
な
か
ら
ず
生
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
思
い
を
日
記
に
記
す
渡
辺
氏
も
家
に
引
き
こ

も
り
が
ち
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
実
家
の
農
作
業
の
手
伝
い
な
ど
を
し
、
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実
際
に
罪
を
犯
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
新
聞
等
の
報
道
に
は
、

復
ロ
貝
者
が
起
こ
し
た
犯
罪
が
多
く
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
の
が
目
に
つ

く
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
実
際
に
強
盗
や
殺
人
等
の
事
件
を
起
こ
し

た
復
員
者
は
一
部
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
実
社
会
で
は
、
渡
辺
氏
の
日

記
か

ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
世
間
で
は
復
員
者
は
「
お
っ
か
ね
え
」

「
何

を
し
で
か
す
か
わ
か
ら
ん
」
者
と
い
う
目
で
見
ら
れ
て
い
た
。
戦

場
と
い
う
別
世
界
か
ら
帰
っ
て
き
た
復
員
者
達
は
、
戦
後
の
社
会
を
生

き
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
危
険
人
物
で
あ
り
、
よ
う
や
く
訪
れ
た
平
穏

な
日
常
を
破
壊
す
る
も
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
復
員
者
像
が
形
作
ら
れ
た
要
因
に
は
前
掲
し
て
き
た
よ
う
な
新
聞

等
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
。

三
、
文
学
作
品
に
描
か
れ
た
復
員
者
に
つ
い
て

　
戦
後
、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
焼
尽
と
化
し
て
し
ま
い
、
多
く
の
娯
楽

が
失
わ
れ
た
中
、
様
々
な
文
学
雑
誌
が
雨
後
の
筍
の
よ
う
に
誕
生
す
る
。

一
九
四

五
年
八
月
十
五
日
以
降
『
光
』
『
新
生
活
』
『
新
生
』
『
太
平
』

な
ど
の
雑
誌
が
新
し
く
創
刊
さ
れ
、
『
文
學
』
『
文
藝
春
秋
』
『
新
潮
』

『
早
稲

田
文
学
』
な
ど
の
雑
誌
も
復
刊
し
た
。
一
九
四
六
年
に
は
、
『
近

代
文
学
』
『
世
界
』
（
創
刊
）
、
『
中
央
公
論
』
『
改
造
』
『
1
1
1
田
文
学
』

（復
刊
）
な
ど
百
種
を
超
え
る
雑
誌
が
刊
行
さ
れ
、
続
く
一
九
四
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

も
約
六
十
種
以
上
の
雑
誌
が
刊
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
雑
誌
刊
行
に

欠
か
せ

な
い
紙
が
不
足
し
、
な
か
な
か
満
足
に
供
給
す
る
こ
と
が
で
き

な

い

状
況
で

あ
っ
て
も
人
々
は
娯
楽
を
文
学
作
品
に
求
め
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
風
潮
か
ら
戦
後
社
会
に
生
活
し
た
人
々
に
と
っ
て
文

学
作
品
が
及
ぼ
す
影
響
は
現
代
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら

れ

る
。
で
は
、
文
学
作
品
に
登
場
す
る
復
員
者
は
一
体
ど
の
よ
う
な
人

物
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
終
戦
後
の
人
々
の
生
活
か
ら
切
っ
て
も
離
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
「
斜
陽
」
以
外
の
作
品
で
も
作
中
に
復
員
者
が
登
場
す
る

も
の
は
数
多
い
。
そ
の
中
で
も
今
回
は
「
斜
陽
」
以
前
に
発
表
さ
れ
た

作
品
の
中
か
ら
、
林
芙
美
子
「
雨
」
　
（
『
新
潮
』
、
一
九
四
六
年
二
月
）
、

井
伏
鱒
二
「
橋
本
屋
」
（
『
世
界
』
、
一
九
四
六
年
十
一
月
）
、
田
村
泰
次

郎

「肉
体
の
門
」
　
（
『
群
像
』
一
九
四
七
年
三
月
）
、
を
取
り
上
げ
、
そ

の

中
で
描
か
れ
た
復
員
者
像
に
つ
い
て
比
較
、
考
察
し
て
い
v
こ
と
で
、

文
学
作
品
に
描
か
れ
た
復
員
者
像
を
見
て
い
き
た
い
。

　
F
雨
」
に
は
、
孝
次
朗
と
い
う
二
十
九
歳
の
青
年
復
員
者
が
登
場
す

る
。
彼
は
終
戦
後
の
r
1
　
q
x
日
朝
」
中
国
か
ら
佐
世
保
へ
帰
還
し
た

が
、
故
郷
で
は
「
去
年
の
春
」
、
既
に
戦
死
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ

の

た
め
出
兵
前
に
籍
を
入
れ
た
妻
も
弟
の
元
へ
嫁
ぎ
直
し
て
し
ま
っ
て

い

た
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
文
学
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
実
社

会
で

も
頻
繁
に
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
争
当
初
日
本
で
は
「
戦
場

掃
除
及
戦
死
者
埋
葬
規
則
」
が
制
定
さ
れ
戦
地
で
の
遺
体
回
収
と
送
還

の

方
法
が
確
立

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
敗
戦
色
が
濃
く
な
っ
た
頃
に

は
遺
族
の
元
に
届
け
ら
れ
る
遺
骨
箱
の
中
身
が
必
ず
し
も
「
実
骨
」
で

は
な
く
、
遺
髪
や
遺
爪
、
果
て
は
戦
地
の
石
こ
ろ
や
砂
、
名
前
を
書
い

た

霊
璽
の

み

な
ど
と
い
っ
た
本
人
で
あ
る
か
否
か
の
確
認
が
困
難
な
、
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い

わ
ゆ
る
「
空
の
遺
骨
箱
」
が
多
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

本
人
が
所
属
し
て
い
る
部
隊
が
玉
砕
や
特
攻
を
し
た
際
な
ど
は
、
実
際

に

は
戦
死
し
て
い
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
戦
死
し
た
と
遺
族
に
報
告
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

れ

て

し
ま
う
事
態
が
多
発
し
た
。
こ
う
し
た
ず
さ
ん
な
状
況
下
で
孝
次

朗
も
ま
た
「
空
の
遺
骨
箱
」
が
家
族
の
元
へ
届
け
ら
れ
、
戦
没
者
と
さ

れ

て

し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
戦
後
社
会
に
居
場
所
が
な
い
復

員
者
達
は

帰
り
た
い
と
希
求
し
て
い
た
〈
家
〉
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
、

や

り
切
れ
な
い
気
持
ち
や
絶
望
感
を
抱
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
F
橋
本
屋
」
に
登
場
す
る
洋
太
郎
と
い
う
復
員
者
も
ま
た
「
四
年
と

二
箇
月
」
ぶ
り
に
復
員
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
先
述
し
た
孝
次
朗
と
同

様
に
戦
後
社
会
に
お
い
て
既
に
亡
き
者
と
さ
れ
て
い
た
者
達
の
一
人
で

あ
る
。
さ
ら
に
洋
太
郎
の
妻
は
村
の
権
力
者
に
「
籠
絡
」
さ
れ
、
子
を

身
籠

り
、
家
を
出
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
洋
太
郎
は
、
復
員
後

家
に
一
度
は
戻
る
も
の
の
寝
て
い
た
子
ど
も
の
頭
を
撫
で
る
と
そ
の
ま

ま
村
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
人
息
子
が
こ
う
し
た
状
況

に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
洋
太
郎
の
父
は
精
神
の
安
定
を
失
い
、

F汽
車
の
窓
か
ら
桃
を
投
げ
る
奇
病
に
と
り
つ
か
れ
て
」
し
ま
う
。

　
r
肉
体
の
門
」
に
は
伊
吹
新
太
郎
と
い
う
二
十
四
、
五
歳
の
復
員
者

の

青
年
が
登
場
す

る
。
彼
は
、
先
の
二
作
品
に
登
場
す
る
復
員
者
達
と

は

少
々
異
な
り
、
生
命
力
に
溢
れ
た
盛
ん
な
青
年
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
伊
吹
は
戦
争
意
識
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
戦
後
の
社
会
の
中
で
「
極
め
て
自
然
」
な
こ
と
と
し
て
強
盗

や

窃
盗
を
行
い
、
牛
l
頭
を
盗
み
出
し
返
り
血
で
体
中
が
真
っ
赤
に
な

る
こ
と
も
厭
わ
ず
、
一
人
で
牛
を
捌
い
て
食
べ
る
。
ま
た
、
戦
場
に
行
っ

た
経
験
が
無
い
者
達
と
歩
み
寄
ろ
う
と
は
せ
ず
、
「
戦
友
」
達
を
懐
か

し
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
を
す
る
一
方
で
伊
吹
自
身
は
自
分
を

［
特
別

な
人
間
と
は
思
っ
て
」
お
ら
ず
、
「
世
間
の
中
へ
溶
け
込
ん
で
い

け
る
」
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
伊
吹
が
そ
う
簡
単
に
世

間
に
馴
染
め
る
と
は
考
え
に
く
い
o
復
員
者
で
あ
る
伊
吹
は
、
戦
後
社

会
に
お
い
て
も
な
お
、
戦
争
意
識
か
ら
抜
け
き
れ
な
い
で
い
る
の
で
あ

る
。　

こ
こ
ま
で
、
「
雨
」
「
橋
本
屋
」
「
肉
体
の
門
」
と
r
斜
陽
」
の
発
表

以
前

に
発
表
さ
れ
た
復
員
者
に
関
わ
る
文
学
作
品
を
概
観
し
て
き
た
が
、

登
場
す
る
復
員
者
た
ち
に
は
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
あ
っ
た
。

　
ま
ず
多
く
の
場
合
復
員
者
は
、
敗
戦
後
の
社
会
に
お
い
て
〈
取
り
残

さ
れ
た
者
〉
　
〈
時
代
に
追
い
つ
け
な
い
者
〉
で
あ
っ
た
。
「
雨
」
の
孝

次
朗
も
「
橋
本
屋
」
の
洋
太
郎
も
戦
場
か
ら
よ
う
や
く
実
社
会
に
帰
還

し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
ず
っ
と
帰
り
た
い
と
希
求
し
て
い
た
自
分
の
居

場
所
は
既
に
他
人
の
物
と
な
っ
て
お
り
、
自
分
無
し
で
も
大
切
な
人
々

が
普
段
通

り
の
生
活
を
し
て
い
る
状
況
に
直
面
す
る
。
ま
た
、
伊
吹
は

戦
後
社
会
に
お
い
て
も
な
お
戦
場
意
識
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

戦
争
が

終
結
し
た
社
会
に
馴
染
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
人
々

は
新
し
い
社
会
の
輪
か
ら
外
さ
れ
、
前
時
代
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
の
他
の
共
通
点
と
し
て
は
、
〈
語
ら
な
い
〉
と
い
う
点
が
挙
げ
ら

れ

る
。
一
部
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
多
く
の
場
合
復
員
し
て
き
た
者
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は

自
身
の
戦
争
体
験
を
語
る
こ
と
に
積
極
的
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は

文
学
作
品
だ
け
に
限
ら
ず
、
実
社
会
に
お
い
て
も
一
般
的
に
見
ら
れ
た

こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
戦
場
を
経
験
し
た
者
た
ち
と
っ
て
、
戦
場
で

の

出
来
事
は
思
い
出
し
た
く
な
い
こ
と
で
あ
り
、
も
し
口
に
し
て
し
ま

え

ば

思
い

出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
辛
い
思
い
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
語

る
こ
と
を
避
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
作
品
に
描
か
れ
た
復
員
者
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の

共
通
点

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
復
員
者
像
は
当
時

の

社
会
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
復
員
者
像
を
反
映
し
て
描
か

れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
作
品
を
読
ん
だ

当
時
の
人
々
は
作
品
に
登
場
す
る
復
ロ
貝
者
を
1
つ
の
典
型
的
な
復
員
者

の
姿
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
作
品
の
中
で
描
か
れ
た
復
員
者
像
の
特
徴
と
し
て
〈
時
代
に

取
り
残
さ
れ
た
存
在
〉
で
あ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
と
先
述
し
た
。

し
か
し
、
敗
戦
後
の
社
会
に
お
い
て
は
復
員
者
以
外
の
人
々
の
心
中
に

も
、
実
際
に
は
復
員
者
た
ち
の
よ
う
に
時
代
の
ス
ピ
ー
ド
に
つ
い
て
行

け
な
い
部
分
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
九
四

五
年
八
月
十
五
日
正
午
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
戦
争
の
終
結
が
告
げ
ら
れ
た

が
、
そ
れ
ま
で
何
年
間
も
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
突
然
変

え

る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
戦
後
だ
、
復
興
だ
、
民
主
主
義
だ

と
い
く
ら
前
向
き
な
こ
と
を
声
高
に
言
っ
て
も
、
心
の
奥
底
で
は
未
だ

整
理
で

き
な
い
後
ろ
向
き
な
思
い
も
人
々
の
心
中
に
は
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
幼
少
期
か
ら
戦
時
教
育
を
受
け
て
き
た
青
年
男

女

は
そ
う
い
っ
た
思
い
を
抱
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
文
学
作

品
に
描
か
れ
た
復
員
者
に
は
、
復
員
者
以
外
の
人
々
に
も
一
種
の
共
感

が

で

き
る
部
分
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
　
〈
復
員
者
〉
と
し
て
の
直
治
と
そ
の
受
容

　
先
行
研
究
で
は
、
太
宰
と
重
ね
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
直
治
だ

が
、
実
際
に
は
戦
場
に
行
っ
て
い
な
い
太
宰
と
は
異
な
り
、
当
時
の
多

v
の
青
年
た
ち
と
同
様
に
〈
復
員
者
〉
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。

当
時
の
時
代
背
景
を
考
慮
し
、
一
般
読
者
に
よ
る
直
治
の
受
容
を
考
え

た
際
に
こ
の
設
定
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
、
直
治
は
一
、
二
、
三
で
考
察
し
て
き
た
復
員
者
像
と
多
く

の
点
で
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
戦
後
、
復
員
者
の
中
で
も
特
に
直
治
と
同
年
代
の
若
者
た
ち
は
「
特

攻
隊
く
ず
れ
」
と
言
わ
れ
、
文
学
作
品
の
中
で
も
無
法
者
や
不
良
青
年

の

よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
復
員
者
で
あ
る
直
治
も
先

に

見
て

き
た
よ
う
に
薬
物
中
毒
や
酒
、
不
特
定
多
数
の
女
性
と
関
係
を

持
つ
な
ど
不
良
青
年
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
饗
庭
氏
は

復
員
し
て
き
た
人
間
と
い
う
の
は
一
度
日
常
性
か
ら
出
、
戦
争
と

い

う
極
限
的
状
態
の
中
に
生
き
、
人
間
性
の
あ
ら
わ
な
部
分
を
見

て

し
ま
っ
た
者
で
あ
る
。
死
へ
の
予
感
に
生
き
つ
づ
け
た
た
あ
に
、

そ
こ
か
ら
生
を
考
え
る
と
い
う
習
慣
を
な
か
な
か
失
う
こ
と
の
で

き
な
い
人
間
で
あ
る
。
一
度
地
獄
を
見
て
し
ま
っ
た
も
の
は
、
あ
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ら
ゆ
る
事
柄
が
全
く
ぬ
る
く
映
じ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ

て
復
員
者
の
一
側
面
は
、
戦
後
久
し
く
「
無
法
者
」
的
な
目
で
み

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
語
っ
て
い
る
が
、
直
治
も
こ
の
饗
庭
氏
の
指
摘
の
通
り
「
無
法
者
」

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
復
員
後
、
姉
の
か
ず
子
に
「
南
方
の
お
話
を
、
お
母
さ
ま
に
聞

か

せ

て

あ
げ
た
ら
？
」
と
提
案
さ
れ
た
直
治
は
、
「
何
も
無
い
。
何
も

無
い
。
忘
れ
て
し
ま
つ
た
。
日
本
に
着
い
て
汽
車
に
乗
つ
て
、
汽
車
の

窓
か

ら
、
水
田
が
、
す
ば
ら
し
く
綺
麗
に
見
え
た
。
そ
れ
だ
け
だ
。
電

氣
消
せ
よ
。
眠
ら
れ
や
し
ね
え
。
」
と
素
っ
気
な
く
答
え
、
戦
場
で
の

体
験

を
語
ろ
う
と
し
な
い
。
少
な
く
と
も
二
年
近
く
い
た
場
所
の
こ
と

を
そ
う
簡
単
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
意
図
し
て
語
り

た
く
な
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
面
倒
だ
か
ら
、
と
い
う
理

由
で
は
な
く
、
当
時
の
他
の
復
員
者
と
同
じ
よ
う
に
辛
い
記
憶
を
思
い

出
し
た
く
な
い
た
め
に
語
り
た
く
な
い
の
だ
ろ
う
。
南
方
と
言
え
ば
、

激
戦
地
で

あ
っ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
同
じ
く
南
方
へ
徴
兵
さ
れ
て

い

た
大
岡
昇
平
の
「
w
t
火
」
　
（
1
九
五
二
年
、
創
元
社
）
や
r
武
蔵
野

夫

人
」
（
一
九
五
〇
年
十
一
月
、
講
談
社
）
の
中
に
は
戦
場
で
の
食
人

の

エ

ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
お
り
、
直
治
も
そ
う
い
っ
た
悲
惨
な
現
場

を
経
験
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
二
で
述
べ
た
よ
う
に
実
社
会
に
お
い
て
復
員
者
達
は
、
平

穏

な
日
常
に
破
綻
を
き
た
す
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、

F斜
陽
」
の
直
治
も
同
じ
よ
う
に
平
穏
な
日
常
を
壊
す
ト
リ
ガ
ー
と
し

　
　
　
　
　
　
　
み
　

て
描
か
れ
て
い
る
。
直
治
は
南
方
の
島
に
徴
兵
さ
れ
て
以
来
、
行
方
不

明
と
な
っ
て
お
り
、
い
つ
戻
っ
て
く
る
の
か
、
そ
も
そ
も
生
き
て
い
る

の

か

さ
え
分
か
ら
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
姉
で
あ
る
か
ず
子
は
「
き
っ

と
逢
え
る
」
と
信
じ
て
い
た
が
、
母
は
「
直
治
に
は
逢
へ
な
い
と
畳
悟
」

を
し
て
生
活
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
か
ず
子
も
母
も
時
々
「
あ
」
と

直
治
の
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
の
、
直
治
不
在
の
生
活

を
「
何
事
も
無
く
、
安
穏
に
」
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
東
郷
克
美
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
こ
の
母
娘
二
人
き
り
の
日
常
を
「
桃
源
境
」
と
称
し
て
い
る
が
、

こ
の
「
桃
源
境
」
も
復
員
者
で
あ
る
直
治
が
帰
還
す
る
こ
と
で
「
直
治

が
南
方
か
ら
錦
つ
て
來
て
、
私
た
ち
の
本
當
の
地
獄
が
は
じ
ま
つ
た
。
」

と
か
ず
子
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
壊
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
直
治
は
、
思
想
や
考
え
方
も
当
時
の
復
員
者
の
青
年
に
共
通
し

て
い

る
部
分
が
あ
る
。
「
夕
顔
日
誌
」
で
は
、

思
想
？
ウ
ソ
だ
。
主
義
？
ウ
ソ
だ
。
理
想
？
ウ
ソ
だ
。

ソ
だ
。
誠
實
？
眞
理
？
純
粋
？
み
ん
な
ウ
ソ
だ
。

秩
序
？
ウ

デ

カ
ダ
ン
？
し
か
し
、
か
う
で
も
し
な
け
り
や
生
き
て
を
れ
な
い

ん

だ

よ
。
そ
ん
な
事
を
言
つ
て
、
僕
を
非
難
す
る
人
よ
り
は
、
死

ね

！
と
言
つ
て
く
れ
る
は
う
が
あ
り
が
た
い
。
さ
つ
ぱ
り
す
る
。

け
れ
ど
も
人
は
、
め
つ
た
に
、
死
ね
！
と
は
言
は
な
い
も
の
だ
。

ケ
チ
く
さ
く
、
用
心
深
い
億
善
者
ど
も
よ
。
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戦
争
。
日
本
の
戦
争
は
ヤ
ケ
ク
ソ
だ
。

ヤ

ケ
ク
ソ
に
巻
き
込
ま
れ
て
死
ぬ
の
は
、

り
で
死
に
た
い
わ
い
。

い

や
。
い
つ
そ
、
ひ
と

人
間
は
、
嘘
を
つ
く
時
に
は
、
必
ず
、
ま
じ
め
な
顔
を
し
て
ゐ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
、
指
導
者
た
ち
の
、
あ
の
ま
じ
め
さ
。

ぷ
！

な
ど
と
社
会
に
対
す
る
批
判
が
語
ら
れ
て
お
り
、
先
述
し
て
き
た
実
社

会
や

文
学
作
品
の
中
の
復
員
者
た
ち
の
心
境
に
通
じ
て
い
る
よ
う
に
考

え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
書
か
れ
た
の
は
作
中
で
は
六
年
ほ
ど
前

で

あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
直
治
が
戦
争
に
行
く
前
で
あ
る
と
こ
ろ
に
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

r特
攻
隊
く
ず
れ
」
や
「
敗
残
兵
」
な
ど
と
復
員
者
に
対
し
て
戦
後
社

会
で
人
々
の
と
っ
た
態
度
は
冷
や
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に

対

し
復
員
者
た
ち
は

F戦
争
中
は
軍
神
だ
と
か
な
ん
だ
と
か
言
っ
て
い
た
の
に
、
今
度

は

戦
争
犯
罪

を
怖
れ
て
東
京
か
ら
逃
れ
て
き
た
、
あ
れ
は
戦
犯
だ

と
遠
巻
き
に
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
（
略
）
敗
戦
で
が
ら
り

と
態
度
が
変
わ
り
、
そ
ん
な
言
い
方
さ
れ
る
と
い
い
気
持
ち
は
し

ま
せ
ん
。
」

多
く
の
民
間
人
が
我
々
を
憎
悪
の
目
で
眺
め
て
い
た
。
（
略
）
と
、

突
然
、
そ
の
群
衆
の
一
部
か
ら
「
お
前
た
ち
が
も
っ
と
一
生
懸
命
、

戦
闘

を
し
な
か
っ
た
か
ら
負
け
た
の
だ
」
と
い
う
怨
嵯
の
声
が
発

せ

ら
れ
、
そ
の
う
ち
群
衆
の
罵
声
が
一
段
と
大
き
く
な
っ
て
き
た
。

そ

し
て
行
進
の
列
に
石
が
投
げ
ら
れ
、
顔
に
、
頭
に
、
体
に
当
た
っ

て

き
た
。
練
習
生
は
歯
を
食
い
し
ば
り
、
黙
々
と
行
進
す
る
。

（
略
）
我
々
は
涙
を
流
す
こ
と
す
ら
で
き
な
い
悔
し
さ
で
、
こ
の

民
間
人
の
行
為
に
耐
え
て
本
隊
へ
と
行
進
を
続
け
て
き
た
。
そ
ん

な
感
情
が
思
わ
ず
私
の
涙
と
な
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
や

が

て
、
気
持
ち
も
落
ち
着
い
て
き
た
時
、
ま
た
、
訳
の
分
か
ら
ぬ

悔
し
さ
で
涙
の
出
て
き
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

と
当
時
の
民
間
人
の
手
の
平
を
返
し
た
よ
う
な
仕
打
ち
に
つ
い
て
語
っ

　
　
　
お
　

て
い

る
。
戦
中
、
復
員
者
た
ち
は
兵
隊
は
偉
い
も
の
だ
と
教
え
込
ま
れ
、

周
囲
か
ら
も
兵
隊
に
行
く
こ
と
を
斡
旋
さ
れ
、
「
軍
神
」
な
ど
と
担
ぎ

上
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
が
戦
争
に
敗
れ
、
戦

場
か
ら
帰
っ
て
き
た
途
端
に
こ
れ
ま
で
の
指
導
者
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
自

分
の
責
任
で
は
な
い
と
発
言
し
、
今
ま
で
命
を
か
け
て
護
っ
て
き
た
国

は
敵
国
の
占
領
下
に
陥
り
、
周
り
の
人
間
か
ら
も
「
特
攻
隊
く
ず
れ
」

r敗
残
兵
」
「
戦
犯
」
だ
と
罵
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
復
員
者
の
青
年
た
ち

の

胸
中
に
は
、
も
は
や
社
会
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ

た

だ

ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
「
夕
顔
日
誌
」
の
社
会
批
判
の
文
章
は
直

治
が
戦
中
に
書
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
復
員
者
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た

ち
に
と
っ
て
は
ま
る
で
自
分
た
ち
の
心
を
代
弁
し
た
よ
う
な
文
章
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
死
を
常
に
考
え
、
社
会
を
批
判
す
る
直
治

の

姿

は
、
当
時
の
復
員
者
の
青
年
た
ち
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
斜
陽
」
に
描
か
れ
た
直
治
は
、
当
時
の
世
間
の
イ
メ
ー

ジ
や
文
学
作
品
の
中
で
描
か
れ
た
〈
無
法
者
〉
〈
語
ら
ざ
る
者
〉
〈
破
壊

者
〉
〈
社
会
批
判
〉
な
ど
の
復
員
者
像
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
復
員
者
と
い
う
設
定
が
作
品
の
中
で
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
無

く
、
作
者
の
太
宰
自
身
も
そ
こ
に
力
点
を
置
い
て
直
治
を
書
い
た
わ
け

で
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
後
の
社
会
や
復
員
者
を
描
い
た
文
学

作
品
の
流
れ
の
中
に
「
斜
陽
」
と
い
う
作
品
を
置
い
て
み
る
と
、
ほ
と

ん

ど
違
和
感
を
感
じ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
あ
、
当
時
の
読
者
の
目

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に

直
治
は
、
よ
く
い
る
典
型
的
な
復
員
者
の
青
年
の
よ
う
に
映
っ
た
だ

ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
復
員
し
た
青
年
た
ち
に
と
っ
て
直
治
は
、
強
く

共
感
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
ま
と
め

　
饗
庭
氏
は
「
あ
る
意
味
で
戦
後
の
復
員
者
の
本
質
的
な
部
分
を
彼
は

も
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
直
治
は
「
時
代
の
子
」
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
お
　

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
直
治
は
戦
場
を
知
ら
な
い
作

者
太
宰
の
青
年
期
の
分
身
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
斜
陽
」
発
表
当
時
の

世
間
の
報
道
や
文
学
作
品
な
ど
の
復
員
者
像
を
踏
襲
し
た
人
物
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
r
斜
陽
」
執
筆
当
時
の
担
当
編
集
者
で
あ
っ
た
野
平
健
一
な
ど
太
宰

の

周
囲
に
は
若
い
復
員
青
年
た
ち
が
大
勢
い
た
。
ま
た
、
「
斜
陽
」
発

表
と
同
年
の
一
月
に
『
群
像
』
で
発
表
さ
れ
た
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」

（『
群
像
』
、
一
九
四
七
年
一
月
）
と
い
う
作
品
は
、
太
宰
の
フ
ァ
ン
で

あ
っ
た
青
年
復
員
者
保
知
勇
二
郎
が
太
宰
に
宛
て
た
手
紙
が
モ
デ
ル
と

な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
主
人
公
は
復
員
青
年
と
い
う
設
定
に

　
　
　
　
　
ム
　

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
太
宰
が
ど
こ
ま
で
力
点
を
入
れ

た
か
は
不
明
で
あ
る
が
直
治
を
復
員
青
年
と
い
う
設
定
に
し
た
こ
と
に

は
、
太
宰
自
身
多
少
な
り
と
も
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
一
方
発
表
当
時
の
読
み
手
側
は
、
作
中
の
直
治
が
当
時
の
復
員
者
像

を
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
社
会
に
多
く
い
た
〈
復
員
者
〉
と
直

治
を
重
ね
て
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
た
。
そ
う
い
っ
た
意

味
で
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
直
治
は
、
ま
さ
に
「
時
代
の
子
」
の
よ
う

に

映
っ
た
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
三
島
由
紀
夫
は
当
時
の
「
斜
陽
」
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
r
さ

て
、
私
の
周
囲
の
青
年
た
ち
の
間
に
お
け
る
太
宰
治
熱
は
い
よ
い
よ
高

ま
り
「
斜
陽
」
の
発
表
当
時
に
い
た
っ
て
、
絶
頂
に
達
し
た
感
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

た
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
当
時
の
青
年
た
ち
と
言
え
ば
、
ほ
ぼ
全
員
が

戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
か
、
そ
れ
を
予
期
し
て
い
た
者
た

ち
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
青
年
た
ち
の
間
」
で
r
斜

陽
」
は
熱
狂
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
「
夕
顔
日
誌
」
な
ど
に
書
か
れ
て
い
た
直
治
の
思
想
は
、
当
時

の

若
者
の
心
情
に
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
直
治
は
戦

争
に
行
っ
て
い
な
い
一
般
の
人
々
の
目
に
は
巷
の
典
型
的
な
復
員
者
の
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よ
う
に
受
け
取
ら
れ
、
直
治
と
同
じ
よ
う
に
戦
争
へ
行
っ
た
経
験
の
あ

る
青
年
た
ち
に
と
っ
て
は
自
分
た
ち
の
思
い
の
代
弁
者
の
よ
う
に
受
容

さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
太
宰
が
直
治
を
描
く
と
き
、
自
身
の
青
年
期
の
苦
悩
を
反
映
さ
せ
た

こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
苦
悩
は
同
時
に
混
乱
の
戦
後
日

本
社
会
を
生
き
た
青
年
た
ち
に
も
共
感
を
持
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
直
治
の
現
代
と
は
違
・
2
受
容
の
さ
れ
方
も
当
時
の
「
斜
陽
」

人
気
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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