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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
ん
な
挨
拶
を
す
る
と
、
「何
を
ノ
ー
テ
ン
キ
な
こ
と
を
云
っ
と
る

か
」と
叱
ら
れ
そ
う
な
気
が
す
る
の
は
、
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。 

 

「新
自
由
主
義
」と
か
「構
造
改
革
」と
い
う
言
葉
を
表
看
板
に
、
剥

き
だ
し
の
資
本
主
義
が
人
民
の
暮
ら
し
を
剥
ぎ
取
っ
て
、
進
軍
し
て
い

る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
大
企
業
（資
本
家
階
級
）の
利
益
の
た

め
に
は
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
法
も
秩
序
も
１９
世
紀
初
頭
に
戻
す
つ
も

り
で
し
ょ
う
か
。 

 

庶
民
に
は
、
こ
の
３
年
間
で
３
・５
兆
円
の
増
税
、
新
年
早
々
の
増
税

は
１
・７
兆
円
と
云
わ
れ
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
大
企
業
や
大
資
産
家

に
は
、
更
な
る
減
税
を
謀
っ
て
い
ま
す
。 

 

昨
年
末
、
教
育
基
本
法
改
悪
案
が
成
立
し
ま
し
た
。
戦
前
の
軍
国
主

義
教
育
への
痛
烈
な
反
省
の
下
に
つ
く
ら
れ
た
基
本
法
を
数
の
力
で
葬

る
議
員
た
ち
を
、
私
は
断
じ
て
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
。 

い
っ
せ
い
地
方
選
と
参
院
選
で
は
、
少
な
く
と
も
自
民
・公
明
の
議

席
を
減
ら
す
よ
う
頑
張
ら
ね
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

共
謀
罪
法
案
や
改
憲
手
続
き
法
案
は
継
続
審
議
と
な
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
憲
法
を
守
る
た
め
に
、
急
い
で
、
し
か
も
じ
っ
く
り
と
仲

間
を
ふ
や
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

日
常
活
動
の
根
底
に
「九
条
の
会
」の
活
動
を
据
え
て
今
年
も
頑
張

り
ま
し
ょ
う
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

二
〇
〇
七
年
元
旦 

 

中
国
「
残
留
孤
児
」
国
家
賠
償
訴
訟
に

お
い
て
、
国
の
「
早
期
帰
国
実
現
義
務
」

と
「
自
立
支
援
義
務
」
の
双
方
の
義
務
違

反
を
認
め
、
原
告
６５
人
中
６１
人
に
対
す

る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
た
１２
月
１
日

の
神
戸
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
、

日
本
政
府
が
控
訴
し
た
こ
と
に
、
強
い
憤

り
を
も
っ
て
抗
議
し
ま
す
。 

 

神
戸
判
決
を
受
け
て
、
安
倍
首
相
が

「
き
め
こ
ま
や
か
な
支
援
を
当
然
考
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
答
え
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
が
控
訴
し

た
こ
と
は
、
問
題
解
決
へ
の
「
残
留
孤
児
」

の
願
い
と
期
待
を
踏
み
に
じ
る
行
為
と

言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 

日
本
政
府
が
、
神
戸
地
裁
判
決
を
真
摯

に
受
け
と
め
、「
残
留
孤
児
」
ら
と
の
継

続
的
な
協
議
の
も
と
に
、
中
国
「
残
留
孤

児
」
問
題
の
全
面
解
決
に
向
け
て
、
具
体

的
な
政
策
を
つ
く
る
こ
と
を
強
く
求
め

ま
す
。 

二
〇
〇
六
年
十
二
月
十
二
日 

 
 
 

日
中
友
好
協
会
岡
山
支
部 

 

日
中
友
好
協
会
・
岡
山
支
部 

支
部
長 

宇
野
武
夫 

日
中
友
好
協
会
・
倉
敷
支
部 

支
部
長 

大
森
久
雄 

 

頌
春 

 

倉
敷
支
部
が
で
き
一
年
た
っ
た
。
月
例
事
務
局
会
議
、
ニ
ュ
ー
ス
発

行
、
中
国
北
東
西
安
見
学
、
内
山
完
造
史
蹟
巡
見
、
中
国
残
留
孤
児

問
題
学
習
交
流
会
、
中
国
侵
略
跡
訪
問
談
な
ど
着
実
に
と
り
く
ん

だ
。 

 

と
り
わ
け
、
倉
敷
在
住
帰
国
者
の
日
本
語
教
室
開
設
は
大
き
い
。
講

師
は
ベ
テ
ラ
ン
ぞ
ろ
い
だ
。 

 

宮
地
事
務
局
長
の
た
め
ら
わ
ぬ
、
さ
り
げ
な
い
や
り
方
が
心
強
い
。

栗
本
理
事
長
の
采
配
、
大
本
・平
井
理
事
の
と
り
し
き
り
と
実
行
力
は

た
の
も
し
い
。 

 

う
っ
た
て
は
で
き
た
。
地
道
に
と
り
く
み
、
す
そ
野
を
広
げ
た
い
。 

 

み
ん
さ
ん
、
こ
の
年
も
よ
ろ
し
く
。  

 
 
 

 

二
〇
〇
七
年
元
旦 

 

内
閣
総
理
大
臣 

 

安
倍 

晋
三 

殿 

中
国
「残
留
孤
児
」国
家
賠
償
訴
訟 

神
戸
地
裁
判
決
に
対
す
る
控
訴
に
強
く
抗
議
し
ま
す 

 

新年のご挨拶を申しあげます 
 

迎春 

い
ま
が
夜
明
け
前 

岡
山
原
告
団
結
成
３
周
年
の
つ
ど
い 

日
時 

１１
月
２５
日 

場
所 

県
営
住
宅
長
岡 

集
会
所 

中
国
「
残
留
」
孤
児
を
支
え
る
会 

副
会
長 

難
波
幸
矢 

  

は
じ
め
に
高
杉
団
長
が
「
12
月
１
日
の

神
戸
判
決
は
全
国
で
２
番
目
の
判
決
に
な

り
ま
す
。
積
極
的
に
参
加
し
て
欲
し
い
。
」

と
あ
い
さ
つ
さ
れ
ま
し
た
。 

続
い
て
香
川
県
原
告
団
代
表
の
山
口
さ

ん
は
「寝
食
を
惜
し
ん
で
弁
護
士
さ
ん
た

ち
が
支
援
し
て
下
さ
り
感
謝
」と
前
置
き

し
て
、
「必
ず
勝
つ
と
信
じ
て
い
ま
す
。
大

阪
は
敗
訴
し
ま
し
た
が
勇
気
を
出
し
て
最

後
ま
で
闘
い
ま
し
ょ
う
。
12
月
１
日
は
必

ず
勝
つ
。
…
…
幼
い
時
か
ら
祖
国
を
離
れ

生
き
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
集
ま
る
人
達

は
兄
弟
姉
妹
で
す
。
団
結
し
て
い
き
ま
し

ょ
う
。
互
い
に
尊
敬
し
愛
し
合
っ
て
、
肉
親

の
よ
う
に
力
を
合
わ
し
ま
し
ょ
う
。
…
…

『権
利
が
無
い
と
人
格
が
無
く
な
る
、
お
金

が
な
い
と
生
活
が
出
来
な
い
』
と
言
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
元
気
で
愉
快
な
人
生
を

望
み
ま
す
。
」と
話
さ
れ
ま
し
た
。 

支
え
る
会
代
表
の
岩
間
先
生
は
特
に
日

本
語
教
室
の
開
講
に
触
れ
「
は
じ
め
は
教

え
る
人
達
は
交
通
費
も
自
弁
の
ボ
ラ
ン
テ

イ
ア
で
し
た
が
、
岡
山
市
や
山
陽
新
聞
社

な
ど
か
ら
支
援
の
お
金
が
出
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
」と
、
小
林
、
澤
山
両
氏
の
努

力
に
感
謝
す
る
と
話
さ
れ
た
後
「そ
れ
に

つ
け
て
も
20
年
近
く
前
に
こ
の
教
室
を
開

い
て
い
た
ら
と
悔
や
ま
れ
て
な
り
ま
せ

ん
。
事
情
を
知
っ
て
お
れ
ば
日
本
語
教
室

を
開
け
た
だ
ろ
う
。
３
年
前
に
原
告
団
が

結
成
さ
れ
て
初
め
て
知
っ
た
の
で
し
た
。
不

明
を
恥
じ
て
い
ま
す
。
知
ら
せ
て
く
れ
た

弁
護
士
に
御
礼
を
言
い
た
い
。
教
室
に
入

る
の
も
出
る
の
も
自
由
。
今
の
と
こ
ろ
残

留
孤
児
２
世
３
世
ま
で
に
広
げ
て
い
ま
す

が
、
「残
留
」と
い
う
関
係
が
有
ろ
う
と
無

か
ろ
う
と
言
葉
の
不
自
由
な
人
の
た
め
に

広
げ
て
い
き
た
い
。
」と
あ
い
さ
つ
さ
れ
ま

し
た
。 

弁
護
団
報
告
は
則
武
弁
護
士
が
さ
れ

ま
し
た
。
岡
山
訴
訟
の
現
状
に
つ
い
て
、

10
名
の
原
告
本
人
尋
問
が
終
了
し
裁
判

も
最
終
盤
に
突
入
、
残
り
17
人
の
陳
述

書
、
準
備
書
面
を
作
成
中
と
の
こ
と
で
し

た
。
全
国
情
勢
に
つ
い
て
は
、
神
戸
の
12

月
１
日
の
判
決
を
勝
ち
取
り
何
と
し
て
も

方
向
を
変
え
た
い
、
そ
の
日
の
夕
刻
５
時

半
か
ら
き
ら
め
き
プ
ラ
ザ
で
報
告
集
会
、

12
月
３
日
、
４
日
と
全
国
原
告
団
連
絡

会
、
国
会
要
請
、
国
会
請
願
デ
モ
と
熱
く

語
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
勝
利
の
た
め
の
３
つ

の
必
要
条
件
を 

①
違
法
性
を
認
め
さ
せ

る
司
法
判
断､ 

②
国
会
議
員
の
支
援
、 

③
マ
ス
コ
ミ
世
論
の
盛
り
上
が
り
な
ど
に
つ

い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。 

続
い
て
奥
津
弁
護
士
が
「
元
気
そ
う
で

何
よ
り
で
す
。
高
杉
、
山
口
、
岩
間
氏
ら

か
ら
過
分
な
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。
皆
さ

ん
の
言
葉
を
胸
に
し
っ
か
り
と
受
け
止
め

て
頑
張
り
た
い
。
特
に
山
口
さ
ん
が
寝
る

事
も
し
な
い
で
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
が
、

確
か
に
遅
く
ま
で
準
備
書
面
や
会
議
も
し

ま
す
が
、
終
わ
っ
た
ら
安
い
居
酒
屋
で
酒

を
飲
み
ち
ゃ
ん
と
寝
て
い
ま
す
。
日
本
で

は
「胸
突
き
八
丁
」（山
の
頂
上
間
近
の
険

し
い
坂
）と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
重

大
な
局
面
を
む
か
え
て
苦
し
い
中
で
何
と

か
な
る
と
、
神
戸
を
む
か
え
て
の
一
連
の

行
動
が
ま
さ
に
そ
う
い
う
時
な
ん
で
す
。

こ
れ
を
テ
コ
に
東
京
に
集
ま
り
国
の
政
策

を
変
え
る
一
大
行
動
を
し
よ
う
と
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
…
…
歯
を
食
い
し
ば
り
ギ

リ
ギ
リ
頑
張
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

『私
た
ち 

な
に
じ
ん
で
す
か
？
』と
い
う

ポ
ス
タ
ー
も
で
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
が
感

じ
て
き
た
言
葉
に
し
て
い
ま
す
。
力
を
合

わ
せ
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
」と
あ
い
さ
つ

さ
れ
ま
し
た
。 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
経
過
報
告
で

大
森
さ
ん
の
語
ら
れ
た
言
葉
に
は
重
い
も

の
が
あ
り
ま
し
た
。
「皆
さ
ん
の
支
援
で
、

遺
棄
さ
れ
た
日
本
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
…
…
特
に
こ
の
１
年
活
発
に

な
り
、
国
会
で
も
解
決
す
る
た
め
の
グ
ル

ー
プ
が
で
き
ま
し
た
。
国
民
の
支
援
も
頂

き
ま
し
た
。
ま
だ
帰
っ
て
き
た
暖
か
さ
を

味
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
国
は
６０
年
間
私
た

ち
を
死
人
扱
い
し
、
帰
っ
て
き
た
ら
外
国

人
扱
い
し
、
そ
し
て
罪
人
か
障
害
者
の
よ

う
な
扱
い
で
し
た
。
こ
の
３
年
間
、
年
を
取

り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
中
に
は
希
望
を
持

ち
つ
つ
も
亡
く
な
っ
た
人
も
い
ま
す
。 

結
果
を
見
な
い
で
逝
っ
た
こ
と
が
ど
ん

な
に
悲
し
い
こ
と
か
。
私
た
ち
は
日
本
人

で
す
。
し
か
し
普
通
の
日
本
人
の
扱
い
を

受
け
て
い
ま
せ
ん
。
愛
が
な
い
で
す
。
政
府

の
支
援
で
解
決
さ
れ
た
い
で
す
。 

…
…
今
、
夜
明
け
前
で
す
！
！ 
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１
９
９
９
年
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
独
自
の
第

２
回
目
の
建
徳
市
訪
問
を
行
っ
た(

こ
の
と

き
、
筆
者
は
所
用
の
た
め
参
加
で
き
ず
、

娘
に
代
理
同
行
を
依
頼
し
た)

。 

こ
の
と
き
の
主
題
は
、
前
年
の
建
徳
市

の
出
雲
市
訪
日
に
刺
激
さ
れ
て
、
農
業
に

比
重
を
置
き
、
多
く
の
特
産
的
農
産
物

を
生
産
し
て
い
る
イ
チ
ゴ
、
ミ
カ
ン
、
ブ
ド

ウ
農
家
と
の
農
業
交
流
を
行
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
両
者
間
の
「今
後
の
交
流
」

の
在
り
方
が
話
し
合
わ
れ
、
こ
の
と
き
に

佐
々
木
団
長
と
許
保
水
建
徳
市
長
と
の

間
で
、
「桜
植
樹
友
誼
林
」
を
河
畔
公
園

に
造
る
こ
と
の
約
束
が
な
さ
れ
た
。 

 

交
流
後
に
は
千
頭
湖
を
船
で
横
断
し
、

千
島
湖
の
西
岸
奥
に
位
置
す
る
安
徽
省

の
「世
界
遺
産
・黄
山
」登
山
を
行
っ
た
の

ち
、
空
路
上
海
経
由
で
関
空
に
帰
国
し

た
。 

 
こ
こ
で
建
徳
市
の
概
要
を
記
し
て
お
く

こ
と
に
す
る
。
建
徳
市
の
行
政
的
な
位
置

づ
け
は
第Ⅱ
章
で
記
し
た
が
、
杭
州
市
か

ら
は
１
５
０
㎞
の
西
南
に
位
置
し
て
い
て
、

面
積
は
２
３
２
１
㎢
、
人
口
は
約
５０
万
で

あ
り
、
中
国
の
中
で
は
大
き
い
方
で
は
な

い
。 す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
県
級
市
（１
９
９

２
年
に
県
か
ら
市
へ
）
で
、
そ
の
下
に
１５

鎮
、
１２
鄕
、
５
１
８
村
（集
落
）を
か
か
え

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、

我
々
が
建
徳
市
に
行
っ
た
と
は
い
え
、
そ

の
一
部
市
街
地
を
見
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

軽
ん
じ
る
軍
国
主
義
教
育
と
戦
陣
訓
（生

き
て
虜
囚
の
辱
め
を
受
け
ず
）の
教
え
を

忠
実
に
守
っ
た
こ
と
。 

二
つ
目
は
、
安
倍
総
理
の
祖
父
で
あ
る
岸

信
介
氏
が
、
戦
前
は
、
「満
州
国
」の
高
官

と
し
て
「満
州
」経
営
に
あ
た
り
、
「孤
児
」

を
生
み
出
し
た
政
策
に
か
か
わ
り
、
戦
後

は
、
一
九
五
七
年
に
総
理
と
な
り
、
中
国

中
国
建
徳
市
に
桜
千
本
を
植
え
る 

 
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動 
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杉
元 

邦
太
郎 

 
Ⅳ

．
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
第
二
回
目
の
訪
建 

（１
９
９
９
＝
平
成
１２
年
１０
月
） 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

１
月
１１
日(

木)

午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

小林 

真田 

竹内和 

竹内袈 

服部 

三垣 

の
で
あ
る
。
し
か
し
市
街
地
に
い
て
も
、

「
山
紫
水
明
」
の
名
を
汚
さ
な
い
街
で
あ

る
。
古
跡
や
景
観
か
ら
、
“国
家
級
重
点
風

景
”に
指
定
さ
れ
て
い
る
観
光
基
地
で
も

あ
る
。 

 

考
古
学
的
に
は
洪
積
世
晩
期(

５
万
年

前
）の
人
類
犬
歯
が
発
見
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
詮
索
は
本

来
の
目
的
で
は
な
い
が
、
当
時
の
地
形
な

ど
か
ら
推
測
す
る
に
、
海
と
山
の
結
節
的

な
位
置
に
あ
っ
て
、
古
い
歴
史
を
刻
ん
で
来

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
述

す
る
が
、
流
域
圏
と
の
関
係
も
あ
る
と
思

わ
れ
、
浙
江
西
北
部
の
拠
点
と
し
て
古
い

渓
口
集
落
（山
地
の
産
物
と
平
地
・海
の
産

物
の
取
引
所
）で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
立
地
関
係
か
ら
、
建
徳
か

ら
は
西
漢
・三
国
時
代
以
来
、
世
に
知
ら

れ
た
文
人
墨
客
が
多
数
往
来
し
て
お
り
、

筆
者
が
２
０
０
２
年
に
市
か
ら
贈
ら
れ
た

「書
」も
、
孟
浩
然
が
新
安
江
を
詠
っ
た
も

の
で
あ
り
、
李
白
ら
も
滞
在
し
、
辛
亥
革

命
の
烈
士
も
排
出
し
て
い
る
。 

中
国
残
留
日
本
人
孤
児
の 

問
い
か
け
る
も
の 

小
林
軍
治 

十
一
月
十
七
日
、
岡
山
市
西
大
寺
公
民

館
の
「こ
と
ぶ
き
大
学
」（高
齢
者
が
中
心
）

で
「中
国
残
留
日
本
人
孤
児
の
問
い
か
け

る
も
の
」と
題
し
て
話
し
ま
し
た
。 

約
五
十
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
参
加
者

の
中
に
は
、
「孤
児
」の
肉
親
捜
が
し
を
告

げ
る
朝
日
新
聞
を
持
参
さ
れ
た
方
も
い

て
、
関
心
の
高
い
人
が
多
く
真
剣
に
聞
い

て
く
れ
ま
し
た
。 

 

今
回
は
、
二
つ
の
点
を
強
調
し
ま
し
た
。 

 

一
つ
は
、
な
ぜ
「孤
児
」に
は
、
満
蒙
開
拓

団
関
係
者
が
多
い
の
か
。 

ま
た
、
敗
戦
時
「満
州
」に
お
け
る
開
拓

団
関
係
者
の
死
亡
率
の
高
さ
（
表
を
参

照
）か
ら
、
他
の
日
本
人
に
比
べ
て
戦
争
被

害
が
大
き
い
点
で
す
。 

 

満
州
在
住
日
本
人
の
十
四
％
の
開
拓
団

関
係
者
が
死
亡
率
に
お
い
て
、
四
五
％
を

占
め
て
い
る
こ
と
お
よ
び
、
数
千
と
も
一

万
人
以
上
と
も
い
わ
れ
る
「孤
児
」た
ち
の

多
数
が
開
拓
団
の
子
供
た
ち
で
あ
る
と
い

う
事
実
は
、
敗
戦
後
い
か
に
悲
惨
な
状
況

に
お
か
れ
た
か
（戦
争
被
害
が
大
き
か
っ
た

か
）を
物
語
っ
て
い
ま
す
。 

一
、
国
策
で
「満
州
」経
営
の
推
進
の
た
め

に
入
植
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
連
侵

攻
後
、
政
府
・関
東
軍
に
見
捨
て
ら
れ
、
ソ

連
軍
の
蛮
行
、
現
地
中
国
人
暴
徒
の
略
奪

に
あ
っ
た
こ
と
。 

二
、
集
団
自
決
な
ど
に
み
ら
れ
る
生
命
を

 

た
だ
そ
の
後
、
貨
幣
経
済
・流
通
経
済
の

発
達
は
、
呉
越
や
南
宋
な
ど
の
政
争
な
ど

も
影
響
し
て
、
臨
安
、
明
州
、
会
稽
な
ど
の

海
岸
側
の
都
市
を
発
達
さ
せ
、
建
徳
は
い

つ
の
間
に
か
農
村
都
市
的
な
街
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。 

 

現
在
建
徳
市
は
農
業
を
主
産
業
と
し
、

市
の
「概
況
報
告
」で
は
、
米
、
小
麦
は
も
と

よ
り
、
各
種
豆
類
、
薯
類
、
棉
類
、
蔬
菜
等

が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
経
済
作
物
と

し
て
は
茶
、
蚕
、
柑
橘
、
白
蓮
・・・等
無
数

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
で
も
知

ら
れ
て
い
る
「五
加
皮
酒
」は
「
致
中
和
五

加
皮
」
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
字
の
通

り
、
多
数
の
漢
方
樹
皮
な
ど
を
使
っ
て
造

ら
れ
て
い
て
、
日
本
の
「養
命
酒
」の
元
祖
と

言
っ
て
良
か
ろ
う
と
思
う
。
製
造
業
も
決

し
て
劣
る
も
の
で
は
な
く
、
鉱
物
資
源
２６

種
の
他
、
化
学
、
機
械
、
軽
紡
績
、
繊
維
な

ど
多
数
を
挙
げ
て
い
る(

以
上
：「建
徳
市
要

覧
」、
「建
徳
市
人
民
政
府
外
事
弁
公
室
の

紹
介
文
書
」な
ど
に
よ
る)

。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

つ
づ
く 

紹興市での川舟 

館
長
か
ら
の
礼
状 

 

前
略
、
先
日
は
西
大
寺
公
民
館
こ

と
ぶ
き
大
学
で
の
ご
講
演
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

終
戦
時
に
中
国
に
残
さ
れ
帰
国
さ

れ
て
か
ら
も
厳
し
い
人
生
を
歩
ん
で

お
ら
れ
る
方
が
こ
の
岡
山
に
多
数

お
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
驚
き
ま
し

た
。
小
林
先
生
の
自
ら
の
体
験
を
元

に
し
た
お
話
に
、
受
講
さ
れ
た
方
々

も
深
く
感
銘
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
今
後
も
こ
う
し
た
歴
史
を
後

世
に
語
り
つ
い
で
い
か
れ
る
こ
と
を

祈
っ
て
い
ま
す
。 

草

々 

1945年８月 15日（敗戦時） 

満州在住日本人  約１５５万人・死亡者数 約１７６，０００人 

うち開拓団関係者  約２２万人・死亡者数 約 ８０，０００人 

 開拓団の人口比率  ２２／１５５≒１４％ 

 開拓団の死亡率  80,000／176,000≒４５％ 

※  死者8万の内訳 

◎戦時自決1万1千人、病没（凍死、餓死）6万7千人 

敵
視
政
策
を
推
進
し
、
五
九

年
に
は
「戦
時
死
亡
宣
告
」（未

帰
還
者
に
関
す
る
特
別
措
置

法
）を
制
定
し
、
第
二
の
棄
民

政
策
を
実
施
し
た
こ
と
を
紹

介
し
ま
し
た
。 

 

安
倍
総
理
に
、
拉
致
問
題
と

同
様
に
「孤
児
」問
題
を
取
り

上
げ
る
よ
う
に
訴
え
た
い
と

述
べ
ま
し
た
。 

 

最
後
に
、
「無
告
の
民
」の
語

り
部
と
し
て
「
孤
児
」
た
ち
が

日
本
に
帰
っ
て
き
て
良
か
っ
た

と
思
え
る
状
況
を
つ
く
り
た
い

と
決
意
を
述
べ
て
終
わ
り
ま
し

た
。 

追
記 

一
、
こ
の
学
習
会
で
カ
レ
ン
ダ
ー
が
三
部

売
れ
ま
し
た
。 

二
、
館
長
か
ら
礼
状
を
い
た
だ
い
た
の
で

紹
介
し
ま
す
。 


