
餓死
の
島
を
な
ぜ
語
る
か
メ
レ
ヨ
ン
島
ま
薯
た
ち
の
回
想
記
　
　
　
　
　
　
一
ノ
瀬
俊
也

壽
『
》
ひ
o
旨
熱
5
■
】
“
5
ら
菖
㊦
冨
q
ゆ
o
】
庄
6
援
『
ユ
8
0
8
臣
‥
。
“
印
日
宣
g
6
目
8
り
亀
o
ゆ
覧
δ
援
中
o
日
】
≦
㊥
「
0
δ
昌
■
貯
5
ユ

は
じ
め
に

0
遺
族
に
最
期
の
様
子
を
語
る

②戦
死
者
の
死
、
そ
し
て
戦
争
の
意
義
と
は
何
か

③
戦後
五
〇
年
・
一
兵
士
の
語
り

④
戦
後
日
本
は
ど
う
と
ら
え
ら
れ
た
か

お
わり
に

［論文
要
旨
］

　
太
平
洋
戦争
中
、
補
給
を
断
た
れ
て
多
く
の
餓
死
・
病
死
者
を
出
し
た
メ
レ
ヨ
ン
島
か
ら
生
還
し
　
　
　
　
戦
後
五
〇
年
以
上
た
っ
て
な
お
や
ま
な
い
、
〈
戦
争
責
任
V
へ
の
執
拗
な
問
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
矛

た
将
校
・
兵
士
た
ち
を
し
て
体
験
記
の
筆
を
と
ら
し
め
た
の
は
、
死
ん
だ
戦
友
、
そ
の
遺
族
に
対
す
　
　
　
　
先
は
、
時
に
天
皇
に
ま
で
及
ん
だ
。
た
と
え
そ
こ
で
外
国
へ
の
、
あ
る
い
は
己
れ
の
戦
争
責
任
が
問

る
「
申
し
訳
な
さ
」
の
感
情
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
死
の
様
子
が
描
か
れ
、
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
　
　
　
　
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
「
責
任
を
問
う
こ
と
」
へ
の
こ
だ
わ
り
や
「
死
ん
で
い
く
者

に
な
っ
た
。
あ
る
い
は
自
己
の
苛
酷
な
体
験
を
「
追
憶
」
へ
変
え
た
い
と
い
う
ひ
そ
か
な
願
い
も
あ
っ
　
　
　
の
念
頭
に
靖
国
は
な
か
っ
た
ろ
う
」
と
い
う
当
事
者
た
ち
の
文
章
は
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
「
先
の

た
。
自
己
の
体
験
を
な
ん
と
か
意
義
付
け
た
い
、
し
か
し
戦
友
の
死
の
悲
惨
さ
は
被
い
隠
せ
な
い
、
　
　
　
　
戦
争
」
観
の
実
相
を
問
う
う
え
で
も
、
さ
ら
に
は
戦
争
体
験
の
風
化
．
美
化
を
進
め
る
今
後
の
世
代

と
揺
れ
る
心
情
も
み
て
と
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
生
還
者
た
ち
の
記
し
た
「
体
験
」
の
性
格
は
多
面
的
　
　
　
　
が
前
の
世
代
の
「
戦
中
の
特
攻
精
神
や
飢
え
の
苦
し
み
は
戦
後
教
育
と
飽
食
に
育
っ
た
世
代
の
理
解

であ
り
、
容
易
に
単
純
化
・
］
本
化
で
き
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
戦
後
行
わ
れ
て
き
た
　
　
　
　
は
不
可
」
と
い
う
声
に
抗
し
て
「
戦
争
体
験
」
を
引
き
継
ぐ
さ
い
、
今
一
度
想
起
さ
れ
て
よ
い
の
で

戦
死者
「
慰
霊
」
の
背
後
に
は
、
そ
う
し
た
複
雑
な
思
い
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
い
か
。

　
い
く
つ
か
の
メ
レ
ヨ
ン
体
験
記
を
通
じ
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
の
は
、
「
昭
和
」
が
終
わ
り
、

1
9

1
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は
じ
め
に

　

カ
ロ
リ
ン
諸
島
メ
レ
ヨ
ン
島
は
中
部
太
平
洋
　
　
サ
イ
パ
ン
と
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

パ

ラ
オ
と
ト
ラ
ッ
ク
の
そ
れ
ぞ
れ
中
間
に
位
置
す
る
孤
島
で
あ
る
。
日
本
軍
は
第
二

次
大
戦

中
の
四
四
年
四
月
以
降
、
同
島
に
陸
海
軍
約
六
五
〇
〇
名
の
兵
力
を
置
い
て

い

た
が
、
米
軍
は
上
陸
し
な
い
ま
ま
パ
ラ
オ
へ
と
侵
攻
し
、
そ
の
結
果
補
給
を
断
た

れ
て

敗
戦

ま
で
に
四
四
九
三
名
が
餓
死
、
病
死
を
遂
げ
た
。
空
襲
な
ど
に
よ
る
戦
死

者

は
三
〇
七
名
、
生
還
者
は
一
六
二
六
名
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
多
く
の
餓
死
者
を
出

し
、
加
え
て
下
級
者
ほ
ど
餓
死
の
比
率
が
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
降
服
を
認
め
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い

日
本
軍
の
非
人
間
性
が
も
っ
と
も
強
く
現
れ
た
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　
し
か
し
同
島
か
ら
の
生
還
者
は
、
戦
後
そ
の
苛
酷
な
体
験
を
忘
れ
去
ろ
う
と
し
た

わ

け
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
多
く
の
者
が
自
己
の
体
験
を

例
え
ば
「
慰
霊
誌
」
な
ど
の
型
式
を
も
っ
て
文
字
に
記
し
て
き
た
。
な
ぜ
そ
れ
は
書

か
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
目
的
は
そ
の
過
程
を
追
い
、
戦
後
の
日
本
に
お
い
て

〈戦
争
体
験
〉
記
が
ど
の
よ
う
な
傾
向
を
も
っ
て
書
か
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。

　
体
験
記
が
歴
史
研
究
の
対
象
と
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ば

藤
井
忠
俊
氏
は
兵
士
た
ち
の
体
験
記
を
用
い
て
戦
場
の
実
相
を
リ
ア
ル
に
描
い
た
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
か
し
、
で
は
な
ぜ
そ
れ
が
書
か
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
は
さ
ほ
ど
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
吉
田
裕
氏
は
戦
後
史
の
中
の
日
本
人
の
戦
争
観
を
検
証
す
る
中
で

従
軍
体
験
記

に
も
言
及
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
そ
れ
は
か
つ
て
と
異
な

り
、
従
軍
者
の
「
人
生
の
総
括
」
と
し
て
日
本
軍
の
加
害
行
為
に
言
及
す
る
例
も
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

い

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
目
的
や
背
景
、
い
わ
ば
戦
後
日
本

人
の

あ
る
部
分
に
お
け
る
「
歴
史
認
識
」
の
問
題
と
し
て
の
詳
し
い
分
析
は
行
っ
て

い

な
い
。
一
方
、
個
々
の
戦
域
の
生
還
者
、
遺
族
に
よ
る
戦
死
者
慰
霊
の
過
程
に
つ

　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
て

は
、
中
野
聡
氏
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
事
例
に
分
析
を
行
い
、
確
か
に
彼
ら
は
現
地

住
民
と
良
好
な
関
係
を
構
築
し
た
も
の
の
、
過
去
の
事
実
が
語
り
合
わ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
む
し
ろ
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
メ
レ
ヨ
ン
の
場
合

に

も
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
う
し
た
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
中
野

氏
の

分
析

は
現
地
で
の
遺
骨
収
集
や
慰
霊
祭
の
過
程
に
と
ど
ま
り
、
慰
霊
誌
・
体
験

記

に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
た
め
、
生
還
者
た
ち
が
過
去
の
〈
戦
争
〉
を
ど
う
み
て

い

た
の
か
は
や
は
り
十
分
に
分
析
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
が
自
己
の
戦
争
体
験
を

「書
い
た
」
こ
と
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
、
世
代
交
代
が
進
み
「
戦
争
体
験
の
風
化
」

が
問
わ
れ
て
い
る
な
か
で
、
け
っ
し
て
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
。

0
遺
族
に
最
期
の
様
子
を
語
る

　
敗
戦
に
と
も
な
う
メ
レ
ヨ
ン
島
で
の
降
服
式
は
一
九
四
五
年
九
月
一
九
日
に
行
わ

れ

た
。
引
き
揚
げ
は
早
く
、
同
月
二
〇
日
病
院
船
高
砂
丸
に
乗
船
し
て
大
分
県
別
府

に

上
陸
、
一
〇
月
七
日
に
は
部
隊
が
解
散
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
一
九
四
六
年
二
月
、
安
倍
能
成
が
雑
誌
『
世
界
』
第
二
号
に
「
メ
レ
オ
ン
島
の
悲

劇
・
一
遺
族
の
手
紙
」
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
安
倍
が
あ
る
遺
族
か
ら
の
手
紙
に
も

と
づ
き
同
島
に
お
け
る
将
校
の
非
道
振
り
を
、
総
兵
力
六
〇
〇
〇
中
兵
の
生
還
者
は

八
〇

〇

名
だ
っ
た
の
に
将
校
は
ふ
ぐ
中
毒
の
二
名
を
除
き
全
員
元
気
で
帰
っ
た
、
な

ど
と
告
発
し
た
も
の
で
、
安
倍
が
現
職
の
文
部
大
臣
で
あ
っ
た
た
め
か
戦
死
者
の
遺

族

を
は
じ
め
と
し
て
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
こ
の
た
め
在
メ
レ
ヨ
ン
部
隊
の
も
と

指
揮
官
、
参
謀
ら
が
直
接
安
倍
の
も
と
へ
抗
議
に
赴
き
、
第
一
復
員
局
の
法
務
部
が

調
査
に
乗
り
出
す
と
い
う
事
態
に
ま
で
発
展
し
た
が
、
結
局
将
校
た
ち
の
言
い
分
を

聴
取
し
た
の
み
で
終
息
し
て
い
る
。
し
か
し
四
六
年
七
月
一
八
日
、
海
軍
第
四
四
警

備
隊
司
令
の
宮
田
嘉
信
も
と
大
佐
が
、
翌
四
七
年
八
月
一
五
日
、
陸
軍
独
立
混
成
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

五
〇

旅
団
長
北
村
勝
三
も
と
少
将
が
そ
れ
ぞ
れ
自
殺
を
遂
げ
た
。

　
生
還
者
・
遺
族
た
ち
が
同
島
戦
死
者
の
遺
骨
収
集
・
慰
霊
に
と
り
く
み
は
じ
め
た

の

は
高
度
成
長
下
の
六
〇
年
代
中
ば
に
入
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
北
海
道
メ

120



一ノ瀬俊也［餓死の島をなぜ語るか］

レ
ヨ
ン
会
・
メ
レ
ヨ
ン
島
北
海
道
遺
族
会
『
メ
レ
ヨ
ン
島
戦
没
者
慰
霊
の
歩
み
』
二

九

七
七
年
）
か
ら
そ
の
経
緯
を
跡
づ
け
て
み
た
い
。

　
一
九
六
四
年
三
月
二
一
日
、
大
阪
市
に
全
国
か
ら
生
還
者
が
集
ま
り
、
全
国
規
模

の

団
体
へ
の
発
展
を
申
し
合
わ
せ
た
。
そ
の
後
、
北
海
道
、
山
形
、
東
京
、
徳
島
、

広
島
、
岡
山
、
山
口
、
九
州
の
各
地
で
戦
友
会
結
成
の
動
き
が
広
ま
っ
た
。
メ
レ
ヨ

ン
島
戦
病
死
者
の
う
ち
、
約
一
四
〇
〇
名
が
北
海
道
出
身
者
だ
っ
た
た
め
、
と
く
に

北

海
道
内
で
は
同
島
関
係
者
の
活
動
が
活
発
化
し
た
。
北
海
道
メ
レ
ヨ
ン
会
が
六
五

年
発
足
、
初
代
会
長
は
笹
谷
五
郎
、
第
二
代
は
藤
沢
勝
一
（
も
と
旅
団
砲
兵
隊
中
隊

長
）
で
あ
る
。
生
還
者
を
正
会
員
、
遺
族
を
暫
定
的
に
賛
助
会
員
と
し
た
。

　
同
じ
六
五
年
四
月
＝
日
、
生
還
者
約
七
〇
名
が
福
山
市
で
第
二
回
全
国
大
会
を

開
催
、
現
地
墓
参
と
慰
霊
碑
の
建
設
を
目
標
と
定
め
た
。
こ
れ
が
各
地
の
生
還
者
、

遺
族

を
束
ね
る
上
部
団
体
と
し
て
、
全
国
メ
レ
ヨ
ン
会
へ
と
発
展
す
る
（
会
長
田
口

快
三
・
も
と
歩
兵
第
三
三
一
大
隊
機
関
銃
中
隊
長
）
。

　
第
一
次
遺
骨
収
集
団
は
六
六
年
四
月
一
一
日
～
五
月
一
六
日
に
実
施
さ
れ
た
。
し

か

し
同
島
を
管
轄
し
て
い
る
米
軍
の
許
可
が
得
ら
れ
ず
、
現
地
の
砂
ー
「
霊
砂
」
と

称
し
た
ー
の
み
の
持
ち
帰
り
と
な
っ
た
。
同
年
五
月
、
福
山
市
備
後
護
国
神
社
境
内

に
「
メ
レ
ヨ
ン
島
戦
没
者
慰
霊
碑
」
が
建
立
さ
れ
た
。

　
第
二
次
遺
骨
収
集
団
は
七
〇
年
一
〇
月
三
一
日
か
ら
一
一
月
二
六
日
に
行
わ
れ
た
。

今

回
は
遺
骨
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
、
良
く
七
一
年
五
月
二
三
日
、
広
島
県
福
山

市
（
こ
れ
は
メ
レ
ヨ
ン
陸
軍
部
隊
の
基
幹
と
な
っ
た
南
洋
第
五
支
隊
が
同
市
で
編
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

さ
れ
た
た
め
で
あ
る
）
の
備
後
護
国
神
社
境
内
で
慰
霊
祭
を
執
行
し
た
。

　
北
海
道
メ
レ
ヨ
ン
会
は
七
一
年
札
幌
護
国
神
社
境
内
に
慰
霊
碑
を
建
立
し
た
が
、

遺
族
た
ち
は
別
に
七
三
年
九
月
一
三
二
日
「
メ
レ
ヨ
ン
島
北
海
道
遺
族
会
」
を
結
成
、

戦
死
者
の

氏
名
を
銅
板
に
刻
ん
だ
碑
を
こ
の
慰
霊
碑
横
に
建
設
し
よ
う
と
活
動
を
開

始

し
た
。
こ
の
氏
名
碑
は
七
四
年
九
月
二
二
日
に
除
幕
さ
れ
た
。

　

こ
の
間
、
メ
レ
ヨ
ン
島
の
生
還
者
た
ち
は
、
戦
死
者
の
追
悼
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の

死
の

意
義
付
け
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ま
ず
目
に
つ

く
の
は
、
「
礎
」
論
、
つ
ま
り
戦
死
者
の
お
か
げ
で
今
日
の
平
和
な
日
本
が
あ
る
の

だ
と
い
う
あ
の
論
理
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
七
三
年
九
月
二
三
日
、
札
幌
護
国
神
社

に
お
け
る
北
海
道
メ
レ
ヨ
ン
会
慰
霊
祭
で
藤
沢
勝
一
会
長
が
朗
読
し
た
「
祭
文
」
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
糧
食
の
補
給
が
完
全
に
途
絶
し
、
農
工
漁
携
を
も
っ
て
す
る
現
地
自
活
も
遂
に

　
　
及
ば
ず
、
加
え
て
悪
性
の
風
土
病
に
冒
さ
れ
体
力
は
日
に
日
に
衰
え
、
最
後
に

　
　

は
力
尽
き
て
遥
か
故
国
の
肉
身
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
万
慨
の
涙
を
の
ん
で
整

　
　
れ

た
戦
友
諸
兄
の
胸
の
中
を
お
察
し
申
し
上
げ
る
と
き
、
い
ま
も
な
お
痛
恨
極

　
　
ま
り
な
く
、
し
ば
し
絶
句
し
て
言
う
べ
き
術
も
あ
り
ま
せ
ん
〔
中
略
〕
私
た
ち

　
　
が
今

日
あ
る
は
す
べ
て
あ
な
た
方
の
お
陰
で
あ
り
ま
す
。
英
霊
と
な
ら
れ
た
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
な
た
方
の
ご
加
護
な
く
し
て
私
た
ち
の
今
日
は
な
か
っ
た
筈
で
す
。

　

こ
の
点
、
遺
族
た
ち
の
認
識
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。
一
九
八
〇
（
昭
和
五
五
）

年
一
〇
月
一
四
日
、
北
海
道
メ
レ
ヨ
ン
島
遺
族
会
長
伊
藤
正
次
郎
は
メ
レ
ヨ
ン
島
で

挙
行

さ
れ
た
慰
霊
祭
に
お
い
て
、
「
悲
し
み
の
内
に
も
三
十
五
年
の
歳
月
は
流
れ

去
っ
て
、
今
の
日
本
は
平
和
な
、
そ
し
て
世
界
随
一
の
経
済
国
へ
と
成
長
し
て
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

す
。
あ
な
た
方
の
命
を
か
け
て
築
い
た
、
戦
の
無
い
経
済
王
国
は
、
こ
れ
か
ら
の
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

本

を
背
負
っ
て
立
つ
若
い
人
々
が
、
永
遠
に
守
り
通
し
て
く
れ
る
事
で
し
ょ
う
」
な

ど
と
述
べ
て
お
り
、
遺
族
た
ち
も
肉
親
の
死
を
一
見
納
得
し
て
受
容
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
み
え
る
。

　
だ

が

こ
こ
に
至
る
ま
で
に
、
遺
族
の
生
還
者
に
対
す
る
怨
念
の
解
消
、
両
者
の
協

調
が
自
然
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
も
と
海
軍
第
四
四
警
備
隊
軍
医
長

の
森
萬
壽
夫
は
、
六
六
年
の
福
山
市
第
一
回
慰
霊
祭
に
参
加
し
た
際
の
こ
と
を
次
の

よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　
　
私
は

福
山
市
ま
で
出
か
け
て
行
っ
て
、
約
二
十
年
振
り
に
メ
レ
ヨ
ン
海
軍
部
隊

　
　
の
戦
友
と
再
会
し
た
。
慰
霊
祭
の
前
日
、
打
合
せ
の
席
上
で
、
遺
族
の
方
の
中

　
　
に
は
、
生
還
者
や
士
官
に
対
し
心
に
し
こ
り
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
人
も
あ
る
ら

　
　
し
い
か
ら
、
隊
長
で
あ
っ
た
人
は
よ
く
話
を
し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
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話
も
出
た
。
陸
軍
関
係
で
は
遺
族
の
方
に
や
や
不
穏
な
空
気
も
あ
る
と
い
う
こ

　
　
と
で
あ
っ
た
。
〔
中
略
〕
第
一
回
慰
霊
祭
の
祭
事
終
了
後
、
会
場
と
な
っ
た
大

　
　
天
幕
の

中
で
、
陸
海
軍
別
々
に
よ
り
集
ま
っ
て
、
遺
族
の
方
た
ち
と
の
懇
談
会

　
　
が
開
か
れ
た
。
ま
ず
、
准
士
官
以
上
が
整
列
し
て
自
己
紹
介
を
し
、
遺
族
に
ご

　
　
挨
拶
を
し
た
。
そ
の
あ
と
、
息
子
や
兄
弟
の
戦
死
公
報
は
か
く
か
く
し
か
じ
か

　
　
で
あ
る
が
ど
の
よ
う
に
し
て
死
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
と
か
、
こ
う
い
う
者
は
い

　
　
た
で
あ
ろ
う
か
と
か
、
矢
継
ば
や
の
質
問
が
浴
び
せ
ら
れ
た
。
だ
が
、
海
軍
部

　
　
隊
は
終
戦
当
時
警
備
隊
司
令
の
命
令
で
い
っ
さ
い
の
公
私
文
書
を
焼
却
し
て
し

　
　
ま
っ
て
お
り
、
同
時
に
ま
た
二
十
年
の
歳
月
は
記
憶
を
曖
昧
な
も
の
に
し
て
し

　
　
ま
っ
て
い
る
た
め
、
的
確
な
答
え
が
で
き
ず
、
遺
族
は
大
変
不
満
を
抱
か
れ
た

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
森
が

こ
の
慰
霊
祭
の
後
、
自
分
の
メ
レ
ヨ
ン
日
記
を
公
刊
し
た
の
は
、
「
霊
前
に

額
い
て
一
心
に
手
を
合
わ
せ
て
お
ら
れ
る
老
父
母
、
兄
弟
姉
妹
、
子
息
、
未
亡
人
な

ど
の
様
を
見
て
い
る
と
、
ぐ
う
っ
と
胸
に
こ
み
上
げ
、
涙
を
と
め
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ

た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
生
還
者
は
、
自
分
た
ち
の
み
生
き
て
帰
っ
た
こ
と
を
相

　
　
　
（
1
1
）

済
ま
ぬ
と
思
」
い
、
肉
親
は
「
ど
の
よ
う
に
し
て
死
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う

遺
族
た
ち
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
森

は
そ
の
後
、
メ
レ
ヨ
ン
島
海
軍
関
係
者
の
戦
友
会
「
メ
レ
ヨ
ン
海
軍
会
」
の
会

長

と
な
り
、
戦
死
者
た
ち
の
三
三
回
忌
を
迎
え
た
こ
と
を
契
機
に
記
念
誌
『
追
憶
』

（
一
九
七

八
年
）
を
編
纂
し
た
。
そ
こ
に
は
多
数
の
生
還
者
が
思
い
思
い
の
所
感
、

追
想

を
寄
せ
た
。
森
は
序
文
で
「
英
霊
を
想
い
う
か
べ
、
わ
れ
わ
れ
生
還
者
の
戦
后

過

ぎ
こ
し
年
月
を
ふ
り
か
え
り
、
戦
争
と
い
う
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
を
遺

し
何
を
教
え
て
い
る
か
を
反
省
し
て
、
残
り
の
人
生
を
有
意
義
に
お
く
り
た
い
」
と

い
う
趣
旨
で
本
書
を
編
纂
し
た
と
い
う
。
生
き
残
っ
た
兵
士
た
ち
に
と
っ
て
、
な
ぜ

「書
く
こ
と
」
は
残
り
の
人
生
上
「
有
意
義
」
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
遺
族
の
こ
と
を
慮
り
、
そ
の
肉
親
た
ち
の
最
後
を
縷
々
つ
づ
っ
た
兵
士
が
い
る
。

自
身
を
「
兵
隊
」
と
呼
ぶ
彼
は
、
栄
養
失
調
で
髪
も
眉
も
赤
く
薄
く
な
り
小
屋
の
中

を
は
っ
て
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
戦
友
が
髪
と
爪
を
「
若
し
帰
れ
る
事
が
有
っ
た
ら
家

族

に
届
け
て
く
れ
」
な
ど
と
言
い
残
し
て
は
次
々
に
死
ん
で
い
く
様
を
描
き
、
最
後

に
あ
る
戦
友
の
九
一
歳
に
な
る
父
親
か
ら
聞
い
て
き
た
「
死
は
私
の
子
ば
か
り
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

な
い
。
ま
だ
ま
だ
二
人
も
三
人
も
の
愛
子
を
喪
な
っ
た
親
も
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
あ
る

の

で

あ
る
。
こ
の
世
は
す
べ
て
夢
で
あ
る
」
と
の
所
感
を
載
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼

の
文
章
は
、
前
出
の
森
会
長
と
同
様
に
遺
族
た
ち
の
た
め
、
「
御
家
族
の
皆
様
方
に

当
時
現
地
で
の
私
達
の
生
活
の
一
片
で
も
わ
か
っ
て
頂
」
く
べ
く
書
か
れ
て
い
る
の

で

あ
る
。
こ
の
兵
士
は
「
戦
友
の
顔
を
何
時
迄
も
忘
れ
ぬ
為
に
も
と
、
吾
が
家
の
仏

壇

に
勝
手
乍
ら
、
〔
戦
友
の
〕
御
法
名
を
そ
れ
ぞ
れ
頂
き
過
去
帳
に
お
祀
り
」
し
て

い

る
の
だ
と
い
う
。
己
の
手
で
書
く
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
は
慰
霊
の
営
み
で
あ
り
、

心
の
平
安
を
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
別
の
兵
士
は
復
員
直
後
、
三
人
の
戦
友
の
遺
族
を
ま
わ
り
、
安
倍
能
成
の
「
メ
レ

オ
ン
の
悲
劇
」
を
差
し
出
さ
れ
て
「
此
の
よ
う
な
餓
死
〔
を
〕
し
た
の
で
し
ょ
う
か
」

と
問
わ
れ
た
り
、
「
お
前
だ
け
ど
う
し
て
帰
っ
て
来
た
、
お
め
え
は
よ
か
っ
た
な
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
3
）

と
言
わ
れ
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
「
三
人
の
昏
睡
状
態
に
入
る
前
の
断
末
魔
の

苦
悶
と
遺
体
を
水
葬
に
し
た
」
な
ど
の
「
真
実
を
話
せ
な
い
悩
み
」
を
抱
え
続
け
た

彼

は
、
書
く
こ
と
で
そ
れ
を
「
話
し
た
こ
と
」
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
死
ん
だ

戦
友
と
で
は
な
く
、
上
官
と
の
関
係
を
つ
づ
り
、
メ
レ
ヨ
ン
体
験
の
“
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

括
”
を
終
え
た
兵
士
も
い
る
。
彼
は
直
属
の
分
隊
長
の
厳
罰
ぶ
り
を
飛
び
抜
け
て
長

い

文
章
で
縷
々
つ
づ
り
、
最
後
に
は
六
〇
日
間
の
絶
食
を
命
じ
た
彼
を
殺
し
て
自
分

た
ち
も
死
の
う
と
ま
で
し
た
。
し
か
し
一
九
六
六
年
に
な
っ
て
和
解
を
と
げ
、
以
後

は
「
嘗
っ
て
の
部
下
達
と
宴
席
に
連
ら
な
り
懐
旧
談
に
華
を
咲
か
せ
た
り
」
旅
行
を

し
た
の
で
、
「
分
隊
長
は
合
掌
し
て
涙
し
て
喜
ん
で
く
れ
た
」
の
だ
と
い
う
。
七
四

年
、
こ
の
「
分
隊
長
の
逝
去
に
よ
っ
て
ウ
六
八
警
一
分
隊
の
生
還
者
は
一
応
精
神
的

終
止
符
を
打
っ
た
」
と
書
く
こ
と
で
、
彼
は
苛
酷
な
体
験
を
「
追
憶
」
へ
と
昇
華
さ

せ
た
の
で
あ
っ
た
。
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②
戦
死
者
の
死
、
そ
し
て
戦
争
の
意
義
と
は
何
か

　
慰
霊
祭
が
は
じ
ま
っ
た
昭
和
四
〇
年
代
以
降
、
遺
族
た
ち
と
生
還
者
の
間
に
紛
争

が
起

こ
る
こ
と
が
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
前
章
で
も
み
た

よ
う
に
、
死
者
の
最
期
の
様
子
を
知
り
た
い
と
い
う
遺
族
た
ち
の
声
に
将
校
や
兵
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

た
ち
が
応
え
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
よ
う
だ
。
断
片
的
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
一

九

四
五
年
一
月
六
日
メ
レ
ヨ
ン
島
で
「
戦
病
死
」
し
た
山
形
県
東
田
川
郡
藤
島
町
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

身
の
兵
士
の
追
悼
録
が
作
成
さ
れ
た
際
、
高
射
砲
隊
長
の
横
山
秀
夫
は
自
分
の
日
記

か

ら
＝
月
六
日
早
朝
、
容
体
急
変
の
報
せ
あ
り
、
衛
生
兵
を
連
れ
て
見
舞
い
、
手

当
を
加
え
る
も
、
午
前
十
時
三
十
五
分
遂
に
瞑
黙
す
」
と
最
期
の
様
子
を
描
き
、
さ

ら
に
「
今
年
の
二
月
（
昭
和
五
十
四
年
）
、
私
は
戦
後
初
め
て
「
メ
レ
ヨ
ン
」
へ
慰

霊

の
旅

を
し
た
。
彼
の
眠
る
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
は
昼
な
お
暗
く
、
墓
地
の
場
所
も
定

か
で

は
な
か
っ
た
。
こ
こ
ぞ
と
思
う
所
へ
塔
婆
を
建
て
、
供
物
を
献
じ
、
み
ん
な
で

般
若
心
経
を
斉
唱
し
た
」
と
の
報
告
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
隊
長
の
姿
勢
に
対

し
て
戦
死
者
の
妹
は
「
現
在
も
文
通
が
あ
り
、
最
近
は
現
地
訪
問
を
さ
れ
た
時
の
状

況
等
、
丁
寧
な
便
り
を
も
ら
い
ま
し
た
。
立
派
な
方
だ
と
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
だ
が
、
生
還
者
た
ち
の
脳
裏
か
ら
遺
族
の
怨
念
や
罪
悪
感
、
そ
の
象
徴
と
し
て
の

安
倍
の
文
章
が
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
ら
の
文
章
か

ら
み
て
と
れ
る
。

　
一
九
八
九
年
四
月
二
一
日
、
第
八
次
訪
島
団
が
メ
レ
ヨ
ン
を
訪
れ
、
慰
霊
祭
を

行
っ
た
。
参
加
し
た
の
は
生
還
者
二
、
遺
族
四
で
あ
る
。
終
了
後
、
記
念
誌
『
メ
レ

ヨ
ン
島
に
架
け
る
橋
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
こ
で
生
還
者
と
し
て
参
加
し
た
乾
真
一

（も
と
中
尉
・
高
射
砲
小
隊
長
）
は
、
な
ぜ
自
身
が
参
加
し
た
の
か
を
語
っ
て
い
る
。

　
乾
は
七
〇
歳
、
前
年
会
社
の
社
長
を
退
任
し
て
以
来
無
柳
に
さ
い
な
ま
れ
、
「
考

え
方
の
切
り
替
え
」
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
を
「
今
時
訪
島
は
申
訳
な
い
が
私
に
と
っ

て

は

亡

き
戦
友
の
た
め
と
か
、
遺
族
の
た
め
と
か
で
な
い
。
私
自
身
の
た
め
な
の
で

あ
る
」
と
い
う
も
の
の
、
一
方
で
は
、

　
　

メ
レ
ヨ
ン
か
ら
生
き
還
っ
た
私
た
ち
は
あ
の
地
で
亡
く
な
っ
た
戦
友
に
対
し
て

　
　
大
き
な
罪
の
意
識
を
持
た
な
い
者
は
な
い
筈
で
あ
る
。
彼
は
死
に
、
我
は
生
き

　
　
残
っ
た
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
事
実
だ
が
、
運
の
善
し
悪
し
で
は
済
ま
さ
れ
ぬ
。

　
　
生
涯
、
返
し
き
れ
ぬ
大
き
な
借
り
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
今
の
日
本

　
　
の

繁
栄
平
和
は
果
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
大
き
な
犠
牲
を
払
わ
な
け
れ
ば
得
ら
れ

　
　

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
死
者
と
生
者
の
隔
差
の
大
き
さ
に
胸
を
し
め
つ
け

　
　
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
礎
論
」
で
は
実
は
納
得
で
き
な
い
痛
覚
の
背
景
に
は
、
メ
レ
ヨ
ン
の

「将
校
の

暴
虐
」
説
と
い
う
消
え
な
い
記
憶
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
彼
は
四
六
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

『世
界
』
誌
上
に
将
校
と
下
士
官
兵
の
死
亡
率
を
挙
げ
、
直
接
安
倍
に
反
論
を
寄
せ
る

な
ど
、
生
還
者
へ
の
批
判
に
反
論
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
が
、
戦
後
四
〇
年
以
上

経
っ
て
な
お
、
そ
う
し
た
「
罪
」
の
意
識
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
昨
年
〔
八
入
年
〕
の
は
じ
め
、
あ
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
刊
行
さ
れ
た
。
「
黙

　
　
示
の
海
」
（
千
田
夏
光
作
・
汐
文
社
刊
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
メ
レ
ヨ
ン
島
に
お

　
　
け
る
将
校
の
暴
虐
を
告
発
す
る
男
の
も
の
が
た
り
。
そ
の
主
人
公
が
、
私
の
直

　
　
接
の
部
下

ら
し
い
の
で
あ
る
。
私
も
将
校
の
一
人
。
こ
の
本
に
か
な
り
重
要
な

　
　
登
場
人
物
の
一
人
と
し
て
（
全
く
取
材
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
）
私
が
実
名
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
出
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
私
の
気
持
を
ゆ
さ
ぶ
る
に
十
分
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
他
者
の
告
発
を
受
け
る
た
び
、
彼
の
部
下
へ
の
「
罪
」
意
識
、
痛
覚

は
繰
り
返
し
言
葉
と
な
っ
て
表
明
さ
れ
る
。
彼
は
現
地
慰
霊
祭
で
、
次
の
よ
う
な

「
慰
霊
の
言
葉
」
を
朗
読
し
た
。

　
　
昭
和
と
い
う
時
代
を
顧
み
て
私
た
ち
の
想
い
は
、
敗
色
す
で
に
明
ら
か
な
昭
和

　
　
十
九
年
（
一
九
四
四
）
三
月
と
い
う
時
期
に
こ
ん
な
小
さ
な
島
、
メ
レ
ヨ
ン
島

　
　
の
守
備
に
ど
ん
な
戦
略
的
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
叶
わ
ぬ
繰
言
な
が
ら
、
せ

　
　
め
て
あ
の
時
期
で
の
終
戦
の
聖
断
が
あ
っ
た
な
ら
と
口
惜
し
い
想
い
で
あ
り
ま
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す
。

　
自
己
と
部
下
た
ち
の
犠
牲
の
無
意
味
さ
へ
の
は
り
さ
け
そ
う
な
思
い
は
、
で
は
誰

が
そ
れ
を
強
い
た
の
か
？
と
い
う
思
い
へ
と
移
っ
て
い
く
。
乾
は
先
の
追
悼
文
に
込

め

た
思
い
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
昭
和
が
終
わ
り
昭
和
時
代
、
天
皇
制
、
戦
争
が
問
わ
れ
て
い
る
〔
な
か
で
？
〕

　
　
昭
和
天
皇
の
終
戦
聖
断
を
讃
え
る
声
が
大
き
い
が
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
私
た
ち
メ
レ
ヨ
ン
の
将
兵
は
十
九
年
四
月
、
戦
局
す
で
に
敗
色
濃
い
時
期
に
奇

　
　
跡

的
に
あ
の
島
に
上
陸
し
た
。
そ
し
て
あ
の
悲
惨
な
状
況
に
陥
っ
た
。
「
聖
断

　
　
遅
き
に
失
す
」
聖
断
が
一
年
早
け
れ
ば
と
の
想
い
を
も
た
な
い
関
係
者
は
い
な

　
　
い
の

で

あ
る
。
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
な
の
か
、
私
は
敢
え
て
こ
の
点

　
　
に

触
れ
て

文
案

を
作
っ
た
。
私
た
ち
の
本
当
の
悔
恨
と
悲
憤
は
戦
略
の
誤
り
と

　
　

と
も
に
、
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
昭
和
」
が
終
わ
り
を
告
げ
る
な
か
、
彼
は
な
ぜ
メ
レ
ヨ
ン
の
悲
劇
が
生
ま
れ
た

の

か
、
を
改
め
て
問
い
、
そ
の
思
索
は
つ
い
に
「
天
皇
の
戦
争
責
任
」
に
ま
で
行
き

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

着
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
は
「
戦
争
責
任
」
の
所
在
を
け
っ
し
て
あ
い

ま
い
に
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
自
己
の
「
責
任
」
も
あ
く
ま
で
死

ん
だ

部

下
に
対
し
て
の
も
の
で
は
あ
れ
、
忘
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
彼
の
「
宿
罪
」

と
い
う
言
葉
に
は
そ
う
し
た
思
い
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
乾
も
と
少
尉
が
「
慰
霊
の
言
葉
」
を
述
べ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
、
別
の
隊
の
陸

軍

少
尉
・
田
邊
正
之
も
メ
レ
ヨ
ン
体
験
記
（
『
鎮
魂
の
島
　
鳴
呼
メ
レ
ヨ
ン
島
』
私

家
版
、
一
九
九
四
年
）
を
執
筆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
乾
と
同
じ
く
「
先
の
戦
争
の
総

括
」
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
の
そ
れ
と
は
若
干
異
な
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
一
命
を
顧
み
ず
、
青
春
の
情
熱
の
総
て
を
、
祖
国
に
捧
げ
て
戦
っ
た
あ
の
頃
の

　
　

こ
と
は
、
終
生
忘
却
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
。
例
え
、
そ
の
戦
争
が
、
悪
夢
の

　
　

よ
う
な
む
な
し
い
敗
戦
に
終
わ
ろ
う
と
も
。
聖
戦
と
信
じ
、
砲
煙
弾
雨
の
中
を

　
　

駆

け
巡
っ
て
来
た
吾
々
無
名
戦
士
に
は
何
の
罪
も
な
い
。
む
し
ろ
、
吾
々
に
は

　
　
名
誉
な
栄
光
の
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
た
。
然
し
な
が
ら
、
二
度
と
戦
争

　
　
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
戦
争
の
悲
惨
さ
を
身
を
以
て
、
い
や
と
い

　
　
う
程
体
験
さ
せ
ら
れ
た
吾
々
の
願
い
で
あ
り
、
叫
び
で
も
あ
る
。
（
前
掲
書
一
頁
）

　
「
例
え
」
「
然
し
な
が
ら
」
と
い
う
文
言
に
、
先
の
戦
争
を
決
し
て
「
聖
戦
」
「
栄

光
の
時
代
」
と
の
み
総
括
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
葛
藤
を
み
て
と
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
も
そ
も
、
も
と
は
旧
制
中
学
出
の
下
士
官
だ
っ
た
彼
が
少
尉
に
任
官
し
た
の

は
、
「
こ
の
島
で
餓
死
の
日
を
待
つ
よ
り
、
何
と
し
て
も
こ
の
島
を
脱
出
し
た
い
」
、

そ
の
唯
一
の
道
が
少
尉
候
補
者
の
試
験
を
受
け
て
少
尉
と
な
り
（
メ
レ
ヨ
ン
島
で
試

験
が
行

わ
れ
、
四
五
年
二
月
合
格
ー
任
官
し
た
）
、
内
地
の
予
科
士
官
学
校
に
入
る

こ
と
だ
っ
た
、
と
い
う
身
も
ふ
た
も
な
い
理
由
（
九
頁
）
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

田
邊
は
将
校
と
し
て
死
ん
だ
部
下
た
ち
を
ど
う
み
て
い
た
の
か
。
彼
は
参
謀
の
食

糧
を
盗
ん
だ
丘
ハ
に
対
す
る
参
謀
の
厳
罰
主
義
を
み
て
「
異
常
だ
と
思
え
た
」
「
参
謀

の

無
情
の
こ
の
処
罰
を
『
食
を
与
え
ず
し
て
こ
の
よ
う
な
非
常
な
こ
と
が
よ
く
も
出

来
る
も
の
だ
と
…
』
参
謀
を
恨
ん
で
も
み
た
」
、
し
か
し
「
暴
動
が
何
時
起
き
て
も

不
思
議
で
な
い
不
穏
な
空
気
が
漂
う
て
い
た
が
、
参
謀
の
厳
罰
主
義
が
そ
の
暴
動
を

抑
え
る
抑
止
力
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
」
（
四
七
頁
）
と
い
う
。
こ
こ

で

も
、
“
し
か
し
”
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
（
将
校
の
特
権
ゆ
え
）
生

き
残
り
え
た
こ
と
へ
の
罪
悪
感
の
表
出
、
弁
明
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
る
死
ん
だ
軍

曹
の
婚
約
者
に
対
す
る
「
食
糧
さ
え
あ
れ
ば
共
に
生
き
て
帰
還
出
来
た
も
の
を
と
…

〔中
略
〕
飢
え
と
病
魔
に
艶
れ
た
そ
の
死
は
、
余
り
に
も
悲
し
く
不
欄
に
想
わ
れ
追

慕
の
涙
を
禁
じ
得
な
い
」
と
い
う
記
述
（
四
九
頁
）
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

つ

ま
り
、
乾
も
田
邊
も
、
そ
れ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
認
め
る
か
認
め
な
い
か
は
や
や

異

な
る
も
の
の
、
と
も
に
「
先
の
戦
争
の
意
義
」
に
対
す
る
疑
念
を
持
っ
て
戦
後
を

生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
の
ち
も
、
全
国
メ
レ
ヨ
ン
会
は
現
地
慰
霊
祭
を
含
む
慰
霊
活
動
を
継
続
し
て

い

く
。
一
九
九
二
年
九
月
二
八
日
か
ら
一
〇
月
一
日
に
か
け
て
、
大
阪
で
全
国
メ
レ

ヨ
ン
会
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
メ
レ
ヨ
ン
島
民
の
代
表
二
名
（
ミ
ク
ロ
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

シ
ア
連
邦
ヤ
ッ
プ
島
知
事
代
行
、
フ
ラ
ラ
ッ
プ
島
第
一
酋
長
）
を
招
待
し
た
。
こ
れ
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一ノ瀬俊也［餓死の島をなぜ語るか］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

は
一
〇
次
に
わ
た
る
遺
族
・
生
還
者
訪
島
の
際
の
協
力
に
対
す
る
返
礼
で
あ
っ
た
。

二
〇

〇

二
年
に
は
福
山
市
の
慰
霊
碑
前
で
第
三
三
回
メ
レ
ヨ
ン
会
・
戦
没
者
氏
名
碑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
完
成
慰
霊
祭
が
行
わ
れ
た
。

　
こ
の
過
程
を
通
じ
、
生
還
者
・
遺
族
た
ち
と
メ
レ
ヨ
ン
島
住
民
と
の
間
に
は
、
慰

霊

祭
の
た
び
に
生
活
用
品
や
文
房
具
を
持
参
し
、
現
地
民
は
慰
霊
碑
の
維
持
に
協
力

す
る
な
ど
、
中
野
聡
氏
い
う
と
こ
ろ
の
「
互
酬
」
関
係
が
成
立
し
て
良
好
で
あ
る
よ

う
に
み
え
る
が
、
で
は
戦
争
中
現
地
民
が
ど
う
し
て
生
活
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う

点
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
体
験
記
、
慰
霊
記
念
誌
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
何
も
分
か
ら
な
い
。

わ
ず
か
に
「
島
民
は
全
部
、
離
れ
島
フ
ラ
リ
ス
に
移
動
さ
せ
た
。
〔
中
略
〕
こ
の
処

置
は
、
日
本
軍
指
揮
官
の
適
切
な
配
慮
で
、
以
後
島
民
は
日
本
兵
の
様
な
惨
状
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ら
ず
、
終
戦
後
半
世
紀
に
及
ぶ
友
好
な
絆
を
保
つ
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
っ
た
記
述

が

あ
る
程
度
で
、
現
地
に
日
本
人
が
与
え
た
損
害
に
つ
い
て
の
自
覚
が
あ
ま
り
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
慰
霊
誌
の
中
に
は
「
メ
レ
ヨ
ン
、
フ
ラ
ラ
ッ
プ
に
は
近
く
、
自
家
発
電

所
が
出
来
る
。
〔
中
略
〕
し
か
し
、
電
気
が
つ
い
た
メ
レ
ヨ
ン
島
を
考
え
る
と
、
メ

レ
ヨ
ン
の
魅
力
は
全
く
な
く
な
る
。
電
気
も
車
も
、
ホ
テ
ル
も
何
も
な
い
原
始
と
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

い

こ
と
が
、
こ
の
う
え
な
い
郷
愁
を
そ
そ
る
の
だ
」
と
い
っ
た
発
言
も
あ
り
、
メ
レ

ヨ
ン
が
「
他
人
」
の
暮
ら
す
土
地
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
感
も
な
く
は
な
い
。

③
戦
後
五

〇
年
・
一
兵
士
の
語
り

　
メ
レ
ヨ
ン
島
生
還
者
の
一
人
に
、
今
野
清
次
郎
と
い
う
も
と
陸
軍
兵
士
が
い
る
。

彼

は
一
九
二
二
年
北
海
道
に
生
ま
れ
、
野
砲
兵
第
四
二
連
隊
第
三
大
隊
第
七
中
隊
の

上
等
兵
（
の
ち
兵
長
）
と
し
て
満
州
へ
、
続
い
て
メ
レ
ヨ
ン
島
へ
渡
っ
た
。
中
隊
の

同
年
兵
二
六
名
の
う
ち
、
生
き
残
っ
た
の
は
彼
一
人
で
あ
っ
た
。
戦
後
は
千
葉
県
に

住

み
、
大
同
電
気
工
業
東
金
工
場
長
な
ど
を
務
め
た
。

　
彼

は
地
元
の
新
聞
・
千
葉
日
報
に
自
己
の
従
軍
体
験
を
二
二
六
回
に
わ
た
り
「
メ

レ
ヨ
ン
の
戦
い
」
な
ど
と
題
し
て
連
載
し
、
そ
れ
は
『
幻
の
本
土
決
戦
　
房
総
半
島

の

防
衛
第
七
巻
』
（
千
葉
日
報
社
、
一
九
九
三
年
）
の
一
部
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。

以
後
も
彼
は
『
メ
レ
ヨ
ン
の
戦
い
　
敵
の
上
陸
な
き
玉
砕
餓
死
の
島
』
（
多
田
屋
、

一
九
九
五
年
）
、
『
鎮
魂
の
半
世
紀
　
飢
餓
の
島
メ
レ
ヨ
ン
の
英
霊
に
捧
ぐ
』
（
私
家

版
、
二
〇
〇
一
年
）
、
『
メ
レ
ヨ
ン
飢
餓
残
兵
を
救
ふ
　
決
死
の
補
給
潜
記
』
（
私
家

版
、
二
〇
〇
二
年
、
今
野
の
著
作
は
以
下
今
野
・
発
行
年
と
略
記
）
と
体
験
を
リ
ラ

イ
ト
し
続
け
た
。
な
ぜ
彼
は
そ
れ
を
続
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
動
機
と
な
っ
た
の
は
、
「
近
く
我
々
の
世
代
は
終
わ
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
で
思
想
、
記
述
も
異
な
る
。
短
い
人
生
の
体
験
だ
が
自
分
で
見
、
感
じ
た
事
を
率

直
に
述
べ
後
世
の
判
断
資
料
と
し
て
次
代
に
残
す
事
が
今
出
来
る
唯
一
の
務
め
と
心

得
る
」
（
今
野
二
〇
〇
二
、
二
一
二
頁
）
と
い
う
使
命
感
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
メ
レ

ヨ
ン
戦
没
者
は
無
駄
死
と
云
う
声
を
聞
き
、
亡
き
戦
友
に
申
し
訳
な
い
と
」
（
同
一

二
九
頁
）
い
う
意
識
で
あ
っ
た
。

　
彼
の

体
験
談
が
書
か
れ

た
目
的
は
二
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
。
一
つ
は
、
死
ん
だ
者

の
死
の
意
味
づ
け
、
慰
霊
で
あ
る
。
彼
ら
は
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
「
無
駄
死
」
で
あ
つ

た
の
か
、
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
今
野
の
考
え
は
ど
う
か
。

　
　
メ
レ
ヨ
ン
と
い
う
名
も
知
ら
れ
ぬ
小
島
に
、
七
〇
〇
〇
名
者
陸
海
軍
将
兵
を
配

　
　
備

し
、
守
る
価
値
が
あ
っ
た
の
か
ー
。
そ
の
疑
問
に
応
え
る
に
は
、
サ
イ
パ
ン

　
　
島
の
存
在
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
〔
中
略
〕
要
衝
・
サ
イ
パ
ン
島
も
い

　
　
ず
れ
は
危
う
く
な
る
ー
と
の
判
断
さ
え
つ
い
て
い
れ
ば
、
サ
イ
パ
ン
か
ら
の
補

　
　
給
が
な
け
れ
ば
や
っ
て
ゆ
け
な
い
メ
レ
ヨ
ン
へ
の
派
兵
も
、
あ
る
い
は
な
か
っ

　
　
た

の

で
は

な
い
か
。
以
上
は
常
識
的
な
解
釈
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
実

　
　
際

に
そ
の
島
へ
守
備
隊
の
一
員
と
し
て
投
入
さ
れ
、
さ
ら
に
生
き
残
っ
た
者
と

　
　
す
れ
ば
、
大
本
営
の
作
戦
計
画
は
当
時
の
国
力
、
戦
力
と
し
て
は
や
む
を
得
な

　
　
い
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。
い
や
、
そ
う
思
わ
な
け
れ
ば
、
メ
レ
ヨ
ン
島
に
骨
を

　
　
埋
め

た
多
く
の
戦
友
は
犬
死
に
と
な
り
、
残
さ
れ
た
遺
族
に
は
申
し
訳
が
立
た
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な
い
。
戦
争
は
後
で
何
と
で
も
言
え
る
が
、
当
事
者
で
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い

　
　
面
が
あ
る
は
ず
。
従
っ
て
、
そ
の
評
価
が
正
し
い
か
否
か
断
ず
る
の
は
難
し
い
。

　
　
（
今
野
一
九
九
三
、
三
三
〇
頁
）

　
先
の

乾
中
尉
と
同
様
、
大
本
営
の
作
戦
能
力
、
メ
レ
ヨ
ン
の
「
戦
略
的
」
価
値
に

つ
い
て

は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
懐
疑
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
認
め
て
し
ま
え
ば

戦
友
た
ち
の
死
は
「
犬
死
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
葛
藤
が
、
こ
の
よ
う
な
暖
昧

な
筆
致
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
今
野
は
、
発
狂
す
る
者
、
死
期
を
さ
と

り
自
ら
埋
葬
地
に
行
っ
て
息
絶
え
た
者
、
南
瓜
一
個
を
ね
だ
っ
て
断
ら
れ
自
殺
す
る

者
、
最
後
に
煙
草
と
南
瓜
の
葉
の
汁
を
わ
け
て
も
ら
い
満
足
し
て
息
を
ひ
き
と
っ
た

者
、
と
文
字
通
り
の
「
飢
餓
地
獄
」
の
な
か
で
死
ん
で
い
っ
た
者
た
ち
を
淡
々
と
回

想

し
て
い
る
。
彼
ら
の
名
前
の
多
く
に
は
出
身
地
と
顔
写
真
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
ゆ
か
り
の
者
に
対
す
る
死
の
状
況
報
告
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る

の
だ

ろ
う
。
そ
れ
が
彼
な
り
の
「
慰
霊
」
の
方
法
で
あ
っ
た
。

　
も
う
一
つ
の
体
験
談
が
書
か
れ
た
理
由
は
、
自
分
が
生
き
残
っ
た
こ
と
へ
の
い
わ

ば

「自
己
弁
護
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
彼
は
「
生
還
者
は
実
に
多
く
の

戦
友
を
失
い
、
自
分
た
ち
だ
け
が
生
き
残
っ
た
”
引
け
目
”
を
感
じ
て
い
た
。
し
か

し
、
最
下
級
に
属
し
た
わ
れ
わ
れ
兵
か
ら
み
れ
ば
、
一
概
に
そ
う
と
も
言
え
な
い
も

の

が
あ
る
。
当
時
の
状
況
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
最
善
に
近
い
努
力
を
し
て
い
た

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ー
と
、
今
で
も
信
じ
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
一
文
に
こ
そ
、
逆
に

「生
き
残
っ
た
こ
と
」
へ
の
後
ろ
め
た
さ
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
「
後
ろ
め
た
さ
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
敷
街
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

彼
が
な
ぜ
自
分
が
生
き
残
れ
た
か
を
語
っ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
一
度
目
は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
の
千
田
夏
光
に
対
し
て
で
あ
る
。
一
九
八

三

年
ご
ろ
千
田
は
千
葉
県
の
「
中
企
業
ク
ラ
ス
の
電
機
工
場
で
総
務
部
長
」
を
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

い

る
「
B
さ
ん
」
に
メ
レ
ヨ
ン
の
話
を
聞
き
に
行
っ
た
（
も
と
兵
長
で
野
砲
中
隊
に

い

た
こ
と
な
ど
話
の
デ
ィ
テ
ー
ル
か
ら
み
て
、
彼
が
今
野
と
み
て
よ
い
と
考
え
る
）
。

今
野

は
「
会
社
に
作
家
と
名
乗
る
人
が
メ
レ
ヨ
ン
事
情
を
聞
き
に
来
た
が
、
反
戦
作

家
に
曲
解
、
宣
伝
さ
れ
る
と
思
っ
て
語
ら
な
か
っ
た
」
（
今
野
二
〇
〇
二
、
一
二
九

頁
）
と
は
い
う
が
、
ま
っ
た
く
何
も
語
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
ど
ん
な
兵
隊
が
生
き
残
り
得
た
の
か
」
と
い
う
千
田
の
問
い
に
対
し
て
、

　
　
①
徹
底
的
に
部
隊
の
倉
庫
を
は
じ
め
各
所
か
ら
食
糧
を
盗
み
ま
く
っ
た
者

　
　
②
幹
部
の
「
ひ
ご
」
の
も
と
に
あ
っ
た
兵
隊
、
た
だ
し
男
色
的
な
も
の
で
な
く
、

　
　
　
将
校
の
弱
み
を
握
っ
て
い
た
者

　
　
③
現
地
の

貝
や
カ
タ
ツ
ム
リ
、
食
べ
ら
れ
る
草
な
ど
を
徹
底
的
に
あ
さ
っ
た
者

　
た
だ
し
③
は
何
人
も
お
ら
ず
、
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
①
と
②
で
あ
っ
た
の
だ

と
い
う
。

　
で

は
今
野
自
身
は
ど
れ
に
当
て
は
ま
る
の
か
、
と
い
う
千
田
の
問
い
に
、
こ
の
時

点
で
は
「
あ
る
程
度
幹
部
の
ひ
ご
を
う
け
た
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
背
が
低
か
っ
た

こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
〔
中
略
〕
同
じ
量
の
食
糧
な
ら
体
の
小
さ
い
者
の
方

が
は
っ
き
り
も
ち
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
数
年
後
、
今
度
は
今
野
自
身
が
『
千
葉
日
報
』
紙
上
で
そ
の
理
由

を
語
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
“
飢
餓
の
島
”
メ
レ
ヨ
ン
か
ら
生
還
で
き
た
の
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
極
端
に
少
な
か
っ
た
主
食
の
定
量
だ
け
で
、
生
身
の
人
間
が
生
き
ら
れ
る
は
ず

　
　
も
な
い
。
そ
の
生
き
残
り
の
条
件
と
は
ー
。
①
自
分
の
体
を
自
由
に
で
き
る
立

　
　
場
の
幹
部
。
つ
ま
り
、
休
み
た
い
と
き
に
休
め
る
者
②
若
干
で
も
食
糧
に
関
係

　
　
の

あ
る
経
理
、
炊
事
、
運
搬
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
者
③
徹
底
的
に
盗
ん
で

　
　
食
っ
た
者
。
空
襲
時
で
も
、
爆
死
を
覚
悟
で
食
糧
あ
さ
り
し
た
者
④
現
地
自
活

　
　
で
農
耕
、
漁
労
に
励
み
、
農
産
物
、
カ
ロ
リ
ー
を
補
え
た
者
⑤
体
が
丈
夫
な
者
。

　
　
衛
生
管
理
を
徹
底
し
た
ほ
か
、
体
力
の
消
耗
を
少
な
く
し
た
者
（
衛
生
部
員
も

　
　
含
む
）
。
主
食
の
定
量
だ
け
で
は
、
メ
レ
ヨ
ン
島
で
は
生
き
ら
れ
な
い
。
生
き

　
　
る
た
め
に
は
ト
カ
ゲ
、
ネ
ズ
ミ
で
あ
ろ
う
と
、
口
に
入
る
者
は
何
で
も
食
べ
た
。

　
　
幸
い
、
私
に
は
生
き
残
り
の
条
件
が
三
つ
ば
か
り
あ
っ
た
た
め
、
故
国
の
土
を

　
　
踏
む
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
（
今
野
一
九
九
三
、
三
三
〇
頁
）
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①
は
兵
で
あ
る
以
上
該
当
し
な
い
し
、
②
も
彼
の
記
録
を
読
む
限
り
該
当
し
な
い
。

す
な
わ
ち
、
時
間
が
経
過
し
て
は
じ
め
て
彼
は
「
盗
ん
で
食
っ
た
」
、
ゆ
え
に
生
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

残
れ

た
と
暗
に
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
公
に
「
書
い
た
」
こ

と
は
、
ひ
と
つ
の
熾
悔
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
な
お
、
『
幻
の
本
土
決
戦
』
第
七
巻
が
刊
行
さ
れ
た
の
と
同
じ
一
九
九
三
年
、
同

じ
く
兵
（
陸
軍
一
等
兵
）
だ
っ
た
大
浦
庸
生
が
自
己
の
メ
レ
ヨ
ン
体
験
を
『
飢
餓
の

島
メ
レ
ヨ
ン
か
ら
の
生
還
』
（
新
風
書
房
）
と
題
し
て
公
刊
し
て
い
る
。
徳
島
出

身
の
大
浦
は
病
弱
で
あ
っ
た
が
、
在
島
の
途
中
で
食
糧
が
比
較
的
豊
富
な
船
舶
隊

（各
島
に
食
糧
を
分
配
輸
送
す
る
際
隠
匿
し
て
い
た
ら
し
い
）
に
転
属
し
た
た
め
、

餓
死

を
ま
ぬ
が
れ
た
。
彼
は
体
験
記
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
「
メ
レ
ヨ
ン
の
悲
劇

は
、
激
戦
を
陽
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
陰
の
悲
惨
さ
で
あ
る
。
銃
弾
と
の
戦
い
で
は
な

く
飢
餓
と
の
戦
い
、
そ
ん
な
戦
場
の
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

〔中
略
〕
兵
士
の
死
に
も
、
運
・
不
運
が
あ
る
が
、
好
ん
で
病
に
倒
れ
た
わ
け
で
も

な
い
。
私
は
戦
死
も
、
餓
死
も
望
ま
な
か
っ
た
」
、
「
幸
運
に
も
私
は
転
属
し
た
こ
と

に

よ
り
飢
餓
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
、
生
き
ら
れ
た
」
（
二
二
三
頁
）
と
述
べ
て

い

る
。
今
野
と
同
様
、
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
後
ろ
め
た
さ
と

ま
で
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
あ
る
痛
み
が
体
験
を
つ
づ
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

④
戦
後
日
本
は
ど
う
と
ら
え
ら
れ
た
か

　
今
野

に
触
発
さ
れ
る
か
た
ち
で
別
の
体
験
者
が
メ
レ
ヨ
ン
を
語
っ
た
。
そ
れ
は
も

と
海
軍
中
尉
の
泉
五
郎
で
、
四
五
年
五
月
、
メ
レ
ヨ
ン
に
最
後
の
食
糧
を
輸
送
し
た

潜
水
艦
・
伊
三
六
九
の
航
海
長
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
今
野
二
〇
〇
二
は
泉
と
今

野
が
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
、
所
感
を
語
っ
た
い
わ
ば
共
著
で
あ
る
。

　
彼

は
敗
戦
か
ら
半
世
紀
た
っ
て
な
お
海
軍
兵
学
校
の
ク
ラ
ス
会
誌
な
ど
に
、

　
　
ガ

ダ
ル
〔
カ
ナ
ル
〕
で
の
あ
の
苦
い
苦
い
経
験
戦
訓
は
何
処
へ
行
っ
た
の
か
。

　
　
戦

局
の
推
移
に
よ
っ
て
は
或
い
は
現
地
調
達
自
活
の
道
も
や
む
を
得
な
い
。
然

　
　

し
こ
の
メ
レ
ヨ
ン
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
島
で
食
糧
の
補
給
な
し
に
、
現
地

　
　
調
達
で
何
名
の
人
間
が
自
活
出
来
る
と
考
え
て
い
た
の
か
？
〔
中
略
〕
兎
に
角

　
　
防
衛
戦
の
強
化
の
為
、
ま
ず
頭
数
を
揃
え
る
の
が
先
決
、
と
言
う
の
が
恐
ら
く

　
　
本
音
で
あ
っ
た
ろ
う
。
〔
中
略
〕
一
将
功
成
り
て
万
骨
枯
る
の
な
ら
ま
だ
し
も
、

　
　
一
将
の
功
も
成
ら
ず
し
て
万
骨
を
枯
ら
し
め
た
そ
の
罪
は
一
体
誰
が
負
っ
た
の

　
　
か

？
そ
れ
は
当
然
こ
の
メ
レ
ヨ
ン
に
、
斯
く
も
無
責
任
に
膨
大
な
部
隊
を
送
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
込
ん

だ
、
作
戦
指
導
部
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
メ
レ
ヨ
ン
の
悲
劇
の
責
任
の
所
在
を
追
及
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
二
年
福
山
で
行

わ
れ
た
メ
レ
ヨ
ン
会
の
慰
霊
祭
で
今
野
と
知
り
合
い
、
彼
の
『
メ
レ
ヨ
ン
の
戦
い
』

や

『半
世
紀
』
を
読
ん
で
再
び
筆
・
を
と
る
こ
と
に
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
も
繰

り
返
さ
れ
る
の
は
、
メ
レ
ヨ
ン
の
悲
劇
の
責
任
追
求
で
あ
り
、
先
の
乾
陸
軍
中
尉
と

同
様
、
天
皇
に
ま
で
そ
の
矛
先
は
及
ぶ
。
泉
は
「
〔
降
服
と
い
う
〕
こ
れ
ほ
ど
の
決

断
と
実
行
が
可
能
な
天
皇
が
、
何
故
も
っ
と
早
く
終
戦
の
決
断
を
下
さ
な
か
っ
た
の

か
、
こ
れ
ま
た
君
主
と
し
て
誠
に
怠
慢
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
況
や
戦

後
い
ち
早
く
人
間
天
皇
を
宣
言
す
る
く
ら
い
な
ら
、
戦
時
中
も
人
間
と
し
て
己
の
責

任
を
自
覚
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
ど
れ
だ
け
の
人
間
が
、
天
皇
陛
下
の
御
為
と
い
う
こ

と
で
死
ん
で
い
っ
た
か
、
そ
れ
を
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
天
皇
自
身
で
あ
っ
た

筈
で
あ
る
」
（
一
二
二
・
一
二
三
頁
）
と
天
皇
批
判
を
率
直
か
つ
辛
辣
に
繰
り
広
げ

て

い

る
。
泉
は
先
の
戦
争
に
お
け
る
「
軍
閥
」
の
敗
戦
責
任
を
追
及
し
な
か
っ
た
こ

と
が
現
在
に
至
る
官
僚
の
独
走
を
許
し
て
し
ま
っ
た
、
「
昔
軍
閥
今
官
閥
」
と
悲
憤

し
て
お
り
、
こ
こ
が
彼
の
〈
戦
後
日
本
〉
論
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
だ
が
、
泉
の
戦
争
・
戦
後
論
が
今
日
的
視
点
か
ら
見
て
一
筋
縄
で
い
か
な
い
の
は
、

安
倍
能
成
批
判
の
下
り
で
あ
る
。
彼
は
「
時
の
文
部
大
臣
安
倍
能
成
が
事
実
を
甚
だ

歪

曲
し
た
一
兵
士
の
、
虚
言
を
真
に
受
け
た
遺
族
の
投
書
を
と
り
あ
げ
、
軽
々
に
真

相
の
究
明
を
迫
っ
た
こ
と
に
な
っ
と
く
が
い
か
な
い
。
そ
の
文
章
は
如
何
に
も
学
者

ら
し
い
客
観
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
お
よ
そ
現
地
の
実
情
を
知
ら
ず
、
軍
隊
の
本

質
を
知
ら
ぬ
、
所
謂
文
化
人
の
ア
ジ
テ
イ
シ
ョ
ン
で
、
結
果
的
に
は
紙
の
爆
弾
、
ぺ
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ン
の
刃
と
な
っ
て
、
あ
た
ら
二
人
の
陸
海
軍
現
地
指
揮
官
の
命
を
奪
っ
た
よ
う
に
思

え
て
な
ら
な
い
」
と
批
判
し
て
や
ま
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
安
倍
は
当
時
の
軍
隊
の
実

態
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
私

は
彼
〔
安
倍
〕
は
た
い
し
て
軍
隊
生
活
の
経
験
が
無
か
っ
た
と
し
か
思
え
な

　
　

い
。
当
時
の
思
想
的
に
は
軍
人
勅
諭
や
戦
陣
訓
で
洗
脳
、
こ
れ
に
加
え
て
上
司

　
　
の
暴
力
的
制
裁
す
ら
当
然
と
さ
れ
た
絶
対
服
従
制
度
、
こ
れ
ら
の
上
に
成
り
立

　
　
つ
軍
隊
生
活
の
厳
し
さ
は
、
実
際
に
経
験
し
て
み
な
い
と
判
ら
な
い
こ
と
で
あ

　
　

ろ
う
。
然
し
、
そ
の
厳
し
さ
に
耐
え
、
更
に
我
が
身
を
犠
牲
に
し
て
も
、
上
官

　
　

に
対
す
る
忠
誠
心
に
燃
え
た
皇
軍
兵
士
の
多
く
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
　
〔
中
略
〕
し
か
し
メ
レ
ヨ
ン
派
遣
部
隊
の
如
く
、
応
召
の
弱
兵
を
相
当
数
か
か

　
　
え
こ
ん
だ
場
合
、
そ
の
部
隊
に
苛
酷
な
状
況
が
続
く
と
、
忽
ち
そ
の
精
強
さ
が

　
　
内
部
よ
り
崩
壊
す
る
事
態
に
立
ち
至
っ
て
も
、
誰
が
こ
れ
を
非
難
す
る
こ
と
が

　
　
出
来
よ
う
か
。
況
や
長
期
間
、
懐
愴
極
ま
り
な
い
極
限
状
況
下
の
メ
レ
ヨ
ン
に

　
　

お
い
て
、
軍
律
の
維
持
、
士
気
の
高
揚
な
ど
、
そ
の
困
難
さ
が
内
地
の
文
化
人

　
　

に
判
る
筈
が
な
か
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
将
校
の
対
応
は
あ
の
極
限
状
況
下
で
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
、
「
メ
レ

ヨ
ン
島
悲
劇
の
責
任
は
一
に
か
か
っ
て
斯
か
る
無
謀
な
兵
力
展
開
を
命
令
し
た
大
本

営
以

下
、
陸
海
軍
の
作
戦
遂
行
者
の
官
僚
的
無
能
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
」
（
一
二
三

～
一
二
六
頁
）
と
い
う
の
が
彼
の
結
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
罵
倒
が
な
さ
れ
る
の

は
、
第
一
に
は
海
兵
の
同
期
生
が
メ
レ
ヨ
ン
海
軍
部
隊
指
揮
官
の
副
官
だ
っ
た
か
ら

な
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
〈
戦
後
〉
日
本
の
価
値
観
の
激
変
　
　
　
「
世
相
に
迎
合
す

る
時
の
マ
ス
コ
ミ
や
共
産
党
の
あ
ら
ぬ
誹
誘
中
傷
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
　
　
に

よ
っ
て
自
己
の
戦
争
体
験
、
あ
る
い
は
人
生
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
対
す

る
、
下
級
将
校
と
し
て
の
や
り
き
れ
な
さ
を
一
連
の
文
章
に
込
め
て
い
る
か
ら
な
の

で

あ
る
。
つ
ま
り
、
軍
隊
の
非
情
さ
へ
の
批
判
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
日
本
軍
隊
観
は
、
海
軍
将
校
と
い
う
、
軍
隊
内
の
支
配
階
級
と
し
て
の

限
界
で
あ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
兵
の
身
分
で
あ
る
は
ず
の
今
野
も
ほ
ぼ

同
様
の
感
想
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
今
野

は
回
想
記
の
中
で
敗
戦
直
後
の
状
況
を
回
顧
し
、
安
倍
能
成
の
文
章
の
よ
う

な
生
還
者
非
難
に
遭
遇
し
て
は
そ
の
「
申
し
訳
な
」
さ
を
募
ら
せ
て
い
た
と
言
う
が
、

一
方
で
は
「
私
は
三
年
兵
で
メ
レ
ヨ
ン
で
は
最
下
位
の
兵
隊
だ
っ
た
。
不
満
は
あ
っ

た
が
生
残
れ
た
事
に
感
謝
し
て
い
る
。
己
の
怨
恨
を
息
子
を
亡
く
し
て
悲
嘆
す
る
遺

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

族

に
煽
り
左
翼
報
導
に
利
用
さ
れ
時
の
安
倍
文
相
を
巻
き
込
ん
で
騒
ぎ
立
て
た
。

〔旅

団
長
〕
閣
下
、
伊
藤
参
謀
、
乾
氏
が
反
論
し
た
、
法
務
調
査
室
も
遺
族
の
手
紙

を
も
と
に
幹
部
の
出
頭
を
求
め
調
査
し
た
結
果
あ
の
状
況
下
軍
紀
維
持
と
し
て
は
当

然
の

措
置
と
結
論
し
た
。
こ
の
件
は
遺
族
の
不
満
だ
け
で
な
く
敗
戦
に
よ
る
軍
、
政

府
に
対
す
る
感
情
、
遺
族
へ
の
対
応
等
が
考
え
ら
れ
る
」
（
一
一
四
・
一
一
五
頁
）

と
兵
で
あ
り
な
が
ら
将
校
の
処
置
を
「
当
然
」
視
、
是
認
し
て
も
い
る
。
将
校
の
措

置
を
非
道
と
認
め
て
し
ま
え
ば
、
軍
隊
・
戦
争
お
よ
び
そ
れ
対
す
る
自
己
の
献
身
の

価
値
を
お
と
し
め
る
こ
と
に
な
る
し
、
あ
る
い
は
な
ぜ
自
分
は
生
き
て
帰
れ
た
の
か
、

と
い
う
問
い
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

　
だ

か

ら
今
野
は
〈
戦
前
〉
の
全
否
定
の
上
に
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
戦
後
民
主
主
義

に
は
絶
対
的
な
嫌
悪
感
を
繰
り
返
し
示
し
て
い
る
。
煩
雑
に
な
る
の
で
こ
こ
で
詳
し

く
は
ふ
れ
な
い
が
、
今
野
は
戦
後
の
東
京
裁
判
史
観
や
平
和
主
義
、
教
育
、
外
交
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

排
撃
し
、
「
〔
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
〕
帰
国
三
年
目
に
あ
の
戦
争
は
日
本
の
自
営
の
戦
い

で

あ
り
東
京
裁
判
〔
は
〕
あ
や
ま
ち
で
あ
っ
た
と
い
い
、
公
式
席
上
で
認
め
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

な
ど
と
戦
前
・
戦
中
の
日
本
を
弁
護
し
て
や
ま
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
戦
後
五
〇
年
を
経
て
「
先
の
戦
争
」
を
ふ
り
か
え
っ
た
生
還
者
・
体

験
者
た
ち
は
メ
レ
ヨ
ン
の
悲
劇
の
最
終
的
な
責
任
の
あ
り
か
を
「
大
本
営
」
の
参
謀

に
　
　
乾
や
泉
に
あ
っ
て
は
天
皇
に
も
　
　
求
め
て
お
り
、
決
し
て
「
戦
争
」
「
軍

隊
」
の
存
在
そ
れ
自
体
に
は
求
め
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
彼
ら
の
記
述
を
単
純

な
「
反
戦
論
」
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
に
は
先
の
田

邊
少
尉
、
泉
中
尉
と
同
様
、
自
己
の
戦
争
経
験
、
と
い
う
よ
り
人
生
そ
れ
自
体
が
無

意
味
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
拒
絶
感
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
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そ
れ
を
彼
ら
の
「
世
代
」
ゆ
え
の
限
界
と
片
付
け
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、

筆
者
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
今
野
の
記
述
に
は
、
な
お
わ
れ
わ
れ
が
彼
が
い
う
と
こ

ろ
の
「
後
世
の
判
断
材
料
」
と
し
て
汲
み
取
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。

そ
れ
は
例
え
ば
、
「
戦
場
に
赴
く
将
兵
は
最
終
は
靖
国
神
社
で
逢
う
事
を
合
い
言
葉

と
し
て
い
た
。
唯
メ
レ
ヨ
ン
戦
没
将
兵
は
家
族
と
食
物
に
思
い
を
残
し
靖
国
ま
で
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

い

が
及
ば

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
発
言
で
あ
る
。

　
今
野
は

「
靖
国
神
社
は
日
本
人
の
心
の
寄
り
所
で
あ
り
他
国
に
干
渉
さ
れ
る
事
で

は

な
い
」
「
今
新
た
に
慰
霊
所
の
話
も
あ
る
が
魂
の
な
い
施
設
は
必
要
な
い
」
（
一
三

五
頁
）
と
い
う
が
、
そ
れ
は
彼
ら
生
き
残
り
を
は
じ
め
と
す
る
「
生
者
」
の
論
理
で

あ
っ
て
、
メ
レ
ヨ
ン
の
死
者
の
論
理
と
果
た
し
て
一
致
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
、

は
か
ら
ず
も
“
目
撃
者
”
に
し
か
な
し
え
な
い
体
験
談
と
し
て
突
き
つ
け
る
か
ら
で

あ
る
。

お
わ
り
に

　

メ
レ
ヨ
ン
島
か
ら
生
還
し
た
将
校
・
兵
士
た
ち
を
し
て
体
験
記
の
筆
を
と
ら
し
め

た
の
は
、
死
ん
だ
戦
友
、
そ
の
遺
族
に
対
す
る
「
申
し
訳
な
さ
」
の
感
情
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
死
の
様
子
が
描
か
れ
、
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
る
い
は

自
己
の
苛
酷
な
体
験
を
「
追
憶
」
へ
変
え
た
い
と
い
う
ひ
そ
か
な
願
い
も
あ
っ
た
。

自
己
の
体
験
を
な
ん
と
か
意
義
付
け
た
い
、
し
か
し
戦
友
の
死
の
悲
惨
さ
は
被
い
隠

せ

な
い
、
と
揺
れ
る
心
情
も
み
て
と
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
生
還
者
た
ち
の
記
し
た

「体
験
」
の
性
格
は
多
面
的
で
あ
り
、
容
易
に
単
純
化
・
一
本
化
で
き
る
よ
う
な
性

質
の
も
の
で
は
な
い
。
戦
後
行
わ
れ
て
き
た
戦
死
者
「
慰
霊
」
の
背
後
に
は
、
そ
う

し
た
複
雑
な
思
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い

く
つ
か
の
体
験
記
を
通
じ
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
の
は
、
「
昭
和
」
が
終
わ

り
、
戦
後
五
〇
年
以
上
た
っ
て
な
お
や
ま
な
い
、
〈
戦
争
責
任
〉
へ
の
執
拗
な
問
い

で

あ
る
。
そ
の
矛
先
は
、
時
に
天
皇
に
ま
で
及
ん
だ
。
た
と
え
そ
こ
で
外
国
へ
の
、

あ
る
い
は
己
れ
の
戦
争
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
「
責
任
を

問
う
こ
と
」
へ
の
こ
だ
わ
り
や
「
死
ん
で
い
く
者
の
念
頭
に
靖
国
は
な
か
っ
た
ろ
う
」

と
い
う
当
事
者
た
ち
の
文
章
は
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
「
先
の
戦
争
」
観
の
実
相
を

問
う
う
え
で
も
、
さ
ら
に
は
戦
争
体
験
の
風
化
・
美
化
を
進
め
る
今
後
の
世
代
が
前

の

世
代
の

「戦
中
の
特
攻
精
神
や
飢
え
の
苦
し
み
は
戦
後
教
育
と
飽
食
に
育
っ
た
世

　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

代
の
理
解

は
不
可
」
と
い
う
声
に
抗
し
て
そ
の
「
体
験
」
を
引
き
継
ぐ
さ
い
、
今
一

度
想
起
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
今
回
は
メ
レ
ヨ
ン
の
事
例
に
限
定
し
て
考
察

を
行
っ
た
が
、
他
の
慰
霊
誌
に
つ
い
て
も
お
そ
ら
く
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

註（
1
）
　
正
確
に
言
う
と
大
小
約
二
〇
の
小
島
か
ら
な
る
環
礁
で
、
そ
の
た
め
現
在
で
は
ウ
ォ
レ
ア

　
　
イ
環
礁
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
関
係
者
の
呼
称
に
し
た
が
い
メ
レ
ヨ
ン
島

　
　
と
記
述
す
る
。

（
2
）
　
藤
原
彰
『
餓
死
し
た
英
霊
た
ち
』
（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
九
八
頁
。
メ
レ
ヨ
ン
は
日

　
　
本
軍
の
非
人
間
的
体
質
の
象
徴
視
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
藤
井
『
兵
た
ち
の
戦
争
　
手
紙
・
日
記
・
体
験
記
を
読
み
解
く
』
（
朝
日
選
書
、
二
〇
〇
〇

　

年
）
。

（
4
）
　
吉
田
『
日
本
人
の
戦
争
観
　
戦
後
史
の
中
の
変
容
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
一
九
二

　
　
～
一
九
七
頁
。

（
5
）
　
中
野
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
戦
没
日
本
人
慰
霊
の
営
み
と
戦
争
責
任
の
記
憶
」
（
『
季
刊
戦
争
責
任

　

研
究
』
三
七
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
6
）
　
こ
の
間
の
経
緯
は
、
朝
日
新
聞
社
編
『
メ
レ
ヨ
ン
島
　
生
と
死
の
記
録
』
（
一
九
六
六
年
）

　

「解
説
」
、
千
田
夏
光
「
海
の
黙
示
」
（
千
田
『
海
の
黙
示
』
汐
文
社
、
一
九
八
八
年
、
所
収
）

　
　
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
第
三
次
遺
骨
収
集
団
は
一
九
七
五
年
一
〇
月
二
六
日
～
一
一
月
一
五
日
に
実
施
さ
れ
、
収

　
集
し
て
き
た
遺
骨
を
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
に
納
め
た
。

（
8
）
　
北
海
道
メ
レ
ヨ
ン
会
『
慰
霊
の
軌
跡
』
三
九
・
四
〇
頁
。

（
9
）
　
「
在
天
の
英
霊
に
捧
ぐ
」
と
題
す
る
式
辞
、
北
海
道
メ
レ
ヨ
ン
会
『
昭
和
五
十
五
年
十
月
巡

　

拝
記
念
　
航
跡
』
二
九
八
一
年
）
八
頁
。

（
1
0
）
　
森
『
人
間
の
極
限
　
メ
レ
ヨ
ン
島
海
軍
軍
医
長
の
記
録
』
（
恒
友
出
版
、
］
九
七
六
年
）
二

　

五

五
・
二
五
六
頁
。
本
書
は
メ
レ
ヨ
ン
在
留
中
の
日
記
を
翻
刻
し
た
も
の
。

（
1
1
）
　
前
註
に
同
じ
。
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（
1
2
）
　
大
沢
栄
治
「
私
の
メ
レ
ヨ
ン
島
日
記
」
（
『
追
憶
』
六
六
～
七
五
頁
）
。

（
1
3
）
　
青
木
忠
久
（
召
集
兵
）
「
観
音
像
」
（
『
追
憶
』
一
七
〇
～
一
七
五
頁
）
。

（
1
4
）
　
三
枝
清
（
妻
子
の
あ
る
召
集
兵
）
「
愛
国
丸
と
四
四
十
一
警
備
隊
」
（
『
追
憶
』
一
八
三
～
二

　
　
三
六
頁
）
。

（
1
5
）
　
一
九
四
六
年
の
『
世
界
』
第
六
号
に
北
村
も
と
旅
団
長
が
寄
せ
た
安
倍
能
成
へ
の
反
駁
文

　
　
に
は
、
一
部
の
中
隊
長
が
戦
死
者
の
遺
族
に
連
絡
を
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
詫
び
る
旨
の
文

　
　
章
が
あ
り
、
遺
族
か
ら
は
生
還
者
か
ら
最
期
の
様
子
の
報
告
が
な
い
こ
と
へ
の
批
判
が
噴
出

　
　
し
て
い
た
ら
し
い
。

（
1
6
）
　
特
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
が
前
掲
『
メ
レ
ヨ
ン
島
戦
没
者
慰
霊
の
歩
み
』
の
編
者

　
　
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
山
形
県
東
田
川
郡
藤
島
町
『
藤
島
町
戦
没
者
追
悼
誌
』
（
一
九
八
一
年
）
三
一
二
・
三
二
二
頁
。

　
　
　
　
　
マ
マ

（
1
8
）
　
「
メ
レ
オ
ン
島
事
件
に
つ
い
て
」
（
『
世
界
』
六
、
一
九
四
六
年
）
。
な
お
、
旅
団
長
の
北
村

　
　
少
将

も
こ
の
と
き
「
守
備
隊
長
の
立
場
か
ら
」
と
題
し
て
自
分
の
統
率
が
至
ら
な
か
っ
た
こ

　
　
と
、
一
部
の
中
隊
長
が
遺
族
に
連
絡
を
取
っ
て
い
な
い
こ
と
を
わ
び
る
書
簡
を
寄
せ
て
い
る
。

（
1
9
）
　
た
し
か
に
千
田
『
黙
示
の
海
』
に
乾
は
実
名
で
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
部
下
へ
の
加
害
者

　
　
と
し
て
で
は
な
く
、
『
若
椰
子
』
と
い
う
メ
レ
ヨ
ン
会
発
行
の
小
冊
子
に
書
い
た
「
宿
罪
」
と

　
　
い
う
彼
の
言
葉
が
そ
れ
ま
で
将
校
の
非
道
を
告
発
し
て
い
た
部
下
の
心
を
動
か
し
た
、
と
い

　
　
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
い
て
で
あ
っ
た
（
一
五
二
・
一
五
三
頁
）
。
し
か
し
千
田
は
乾
の
こ
と
を
、

　
　
か

つ
て

安
倍
能
成
に
抗
議
し
た
「
あ
の
方
」
と
紹
介
し
て
お
り
、
そ
れ
は
敗
戦
直
後
の
“
メ

　
　

レ
ヨ
ン
論
争
”
に
関
す
る
乾
の
記
憶
を
喚
起
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

（
2
0
）
　
乾
は
事
前
に
田
口
全
国
メ
レ
ヨ
ン
会
会
長
に
こ
の
文
案
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
「
文
案
は
結

　
　
構
」
だ
が
自
分
は
戦
後
一
度
も
メ
レ
ヨ
ン
島
に
行
っ
て
い
な
い
の
で
会
長
名
と
す
る
の
は
不

　
　
適

当
で
あ
る
、
つ
い
て
は
乾
の
名
で
朗
読
す
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
と
い
う
（
『
メ
レ
ヨ
ン
島

　
　

に
架
け
る
橋
』
七
一
頁
）
。
そ
の
意
味
で
こ
の
「
慰
霊
の
言
葉
」
は
全
国
メ
レ
ヨ
ン
会
の
「
公

　
　
式
見
解
」
と
と
れ
な
く
も
な
い
。

（
2
1
）
　
こ
れ
以
前
に
も
、
七
九
年
二
月
第
四
次
メ
レ
ヨ
ン
慰
霊
墓
参
団
三
六
名
が
訪
島
、
観
音
像

　
　

を
購
入
し
て
墓
地
に
安
置
し
た
。
八
二
年
一
一
月
第
六
次
墓
参
団
が
現
地
に
「
慰
霊
メ
レ
ヨ

　
　

ン
の
鐘
」
を
設
置
す
る
な
ど
慰
霊
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
招
待
は
協
力
的
な
現
地
民

　
　
に

対

す
る
返
礼
で
あ
っ
た
（
今
野
清
次
郎
（
生
還
し
た
陸
軍
兵
長
、
彼
に
つ
い
て
は
後
述
す

　
　
る
）
「
続
・
メ
レ
ヨ
ン
の
戦
い
」
第
七
三
回
、
千
葉
日
報
社
『
幻
の
本
土
決
戦
』
一
九
九
三
年
）
。

（
2
2
）
　
今
野
『
メ
レ
ヨ
ン
飢
餓
残
兵
を
救
ふ
　
決
死
の
補
給
潜
記
』
（
二
〇
〇
二
年
）
。
た
だ
し
こ

　
　
の

と
き
、
各
地
の
メ
レ
ヨ
ン
会
は
会
員
の
高
齢
化
の
た
め
活
動
の
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

　
　
遺

族
、
生
還
者
の
多
く
い
た
北
海
道
、
福
山
は
継
続
可
能
な
も
の
の
、
山
形
と
合
併
し
た
東

　
　
京
、
大
阪
と
合
併
し
た
東
海
は
「
活
動
は
無
理
」
、
「
九
州
は
な
く
、
四
国
も
一
本
化
し
た
が

　
　

活
動
は
無
理
」
と
い
う
状
態
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
（
＝
七
頁
）
。

（
2
3
）
　
今
野
清
次
郎
『
敵
の
上
陸
な
き
餓
死
の
島
　
メ
レ
ヨ
ン
の
戦
い
』
（
多
田
屋
、
一
九
九
五
年
）

　
　
二
〇
一
頁
。

（
2
4
）
　
と
は
い
え
、
椰
子
、
パ
ン
の
実
を
餅
に
し
て
保
存
し
て
お
く
方
法
を
現
地
民
は
絶
対
に
教

　
　
え
て
く
れ
ず
、
日
本
兵
が
こ
れ
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
頃
あ
い
を
み
て
は
物
々
交
換
に
来
て
い

　
　
た
、
と
の
海
軍
兵
士
の
回
想
談
も
あ
る
（
前
掲
『
追
憶
』
七
二
頁
）
。

（
2
5
）
　
全
国
メ
レ
ヨ
ン
会
『
メ
レ
ヨ
ン
島
に
架
け
る
橋
』
（
一
九
八
九
年
）
一
〇
九
頁
。

（
2
6
）
千
田
「
メ
レ
ヨ
ン
か
ら
の
電
話
」
（
『
問
題
小
説
』
一
九
八
三
年
八
月
号
、
そ
の
後
単
行
本

　
　
『
銃
殺
』
汐
文
社
、
一
九
八
六
年
、
に
収
録
）
。

（
2
7
）
　
今
野
一
九
九
三
に
は
、
た
だ
一
か
所
だ
け
だ
が
、
上
官
に
促
さ
れ
た
と
は
い
え
南
瓜
を
盗

　
　
み
に
行
っ
て
失
敗
し
、
木
に
三
日
間
縛
り
つ
け
ら
れ
る
罰
を
受
け
た
旨
の
記
述
が
あ
る
（
三

　
　
〇
八
頁
）
。

（
2
8
）
　
今
野
二
〇
〇
二
、
一
二
二
頁
。
こ
の
文
章
は
「
平
成
六
年
ご
ろ
書
か
れ
た
」
も
の
で
、
「
田

　
　
中
俊
春
君
と
メ
レ
ヨ
ン
島
」
と
題
す
る
そ
の
全
文
は
二
〇
〇
五
年
五
月
現
在
、
海
軍
兵
学
校

　
　
七

二
期
・
海
軍
機
関
学
校
五
三
期
・
海
軍
経
理
学
校
三
三
期
の
合
同
ク
ラ
ス
会
「
な
に
わ
会
」

　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
宮
百
‥
＼
＼
綱
≦
乞
㎝
〔
巨
笹
○
ひ
o
°
白
①
⊆
O
＼
～
日
①
吟
゜
。
O
＼
亘
已
ズ
匠
亨
冨
コ
良
巴
o
°
り
一
庁
曽
已
－
訂
琶
P

　
　
宮
旦
）
に
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
2
9
）
今
野
一
九
九
五
は
、
全
四
章
の
う
ち
第
一
章
「
ア
ジ
ア
の
旋
風
」
を
自
身
の
在
満
州
部
隊

　
　
へ
の
入
隊
か
ら
始
め
、
つ
い
で
前
近
代
の
ロ
シ
ア
の
満
州
進
出
か
ら
日
清
・
日
露
戦
争
、
ノ

　
　
モ

ン
ハ
ン
事
件
に
至
る
歴
史
叙
述
に
宛
て
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
な
り
に
自
己
の
戦
争
体
験

　
　
を
大
き
な
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
、
な
ぜ
己
が
戦
争
に
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
を
問

　
　
い

直
す
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
太
平
洋
戦
争
は
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
挑
発
に
よ
っ
て
や
む

　
　

な
く
始
め
た
戦
い
で
あ
る
し
、
蒋
介
石
が
「
日
本
に
感
謝
し
、
戦
時
賠
償
は
い
ら
な
い
と
言
っ

　
　
た
」
、
「
最
近
の
中
国
指
導
者
〔
毛
沢
東
ら
し
い
〕
も
「
現
在
の
中
国
が
あ
る
の
は
日
本
の
お

　
　
陰
」
と
発
言
し
た
」
、
し
か
る
に
現
在
の
日
本
は
「
謝
罪
外
交
を
続
け
て
い
る
。
日
本
の
将
来

　
　

は
ど
う
な
る
の
か
」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
（
八
三
頁
）
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
の
軍
、
国
家
、
そ

　
　

し
て
な
に
よ
り
そ
れ
に
身
を
委
ね
た
自
己
の
弁
護
な
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
意
味
で
本
書
は
戦

　
　
死
者
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
彼
自
身
の
“
歴
史
実
践
”
の
た
め
に
も
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
今
野
二
〇
〇
二
、
＝
二
五
頁
。
こ
の
記
述
は
、
「
メ
レ
ヨ
ン
戦
友
の
最
後
は
靖
国
神
社
よ
り

　
　
一
杯
の
重
湯
と
家
族
へ
の
想
い
を
残
し
た
と
思
う
」
と
別
の
箇
所
（
同
書
一
三
五
頁
）
で
も

　
　

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

（
3
1
）
　
今
野
二
〇
〇
二
「
は
じ
め
に
」
。

（二
〇
〇
五
年
三
月
三
一
日
受
理
、

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

二

〇
〇
五
年
七
月
一
五
日
審
査
終
了
）
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Why　Talk　About　an　Island　Where　Soldiers　Starved　to　Dead1？：Reminis－

cences　of　Su㎡vors勧m　Mereyon　Island

IcHINosE　Toshiya

　　Former　o血cers　and　soldiers　who　survived　their廿me　on　Mereyon　Island　during　the　Paci五c　War，

when　the　disnlption　of　supplies　ended　in　the　death　through　starvation　and　disease　of　many　in　the

Japanese　amly，　have　put　pen　to　paper　to　record　their　experiences．　These　reminiscences　contain

sentiments　of“apology”to　their　fallen　comrades　in　amls　and　their　families，　and　describe　the　cir－

cumstances　of　their　deaths，　which　can　be　passed　on　to　future　generations．　They　also　represent　a

hidden　desire　to　tr孤s釦㎜their　own　harsh　expe面ces　into“reminiscences”．They泣so廿emble

with　emotion　as　they　seek　to　give　some　meaning　to　their　own　experiences　and　are　not　able　to　hide

the　tragedy　of　the　deaths　of　their　fellow　soldiers．　In　this　way，　the　characte亘stics　of　the　recorded

“ experiences”of　these　survivors　are　varied，　and　cannot　be　easily　simpl近ed　or　unified．　Such　com－

plex　emotions　are　to　be　found　behind　pos仁war“memorials”to　the　war　dead．

　　One　theme　that　reveals　itseH仕om　several　records　of　their　experiences　on　Merey皿Island　is　the

persistent　question　of　responsibility　for　the　war，　which　is　still　asked　today，17　years　after　the　end

the　Showa　period　and　more　than　half　a　century　after　the　war．　At　times，　the　brunt　of　this　question　is

directed　as　high　up　as　to　the　emperor．　Even　if　foreign　countries　or　the　soldiers　themselves　have　not

been　brought　to　task　over　responsibility　for　the　war　in　their　writings，　the　obsession　with“asking

who　was　responsible”and　the　words　of　the　people　of　that　time　that　say“Those　about　to　die　would

not　have　th皿ght　about　Yasukuni（Shrine）”question　the　reality　of　the　view　in　pos仁war　Japan　of

“ the　next　war”．　Their　writings　should　be　remembered　once　again　when　inher三ting“war　experi－

ences” ，　as　future　generations　subjected　to　the　toning　down　and　roman6cizing　of　war　experiences

are血ced　with　voices　from　the　preceding　generation　clai㎡ng　that“It　is　impossible　fbr　those　gen－

erations　educated雄er　the　war　who　have　only㎞o㎜full　stomachs　to　mderstand　the　suicidal　spidt

and　suffeHng　of　starvation　that　were　present　du亘ng　the　war”．
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