
小
野
寺
�
郞
著

國
旗
・
國
歌
・
國
慶

︱
︱
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
シ
ン
ボ
ル
の
中
國
�
代
�
︱
︱

千

葉

正

�

一

中
國
と
い
う
國
を
象
�
す
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
︑
ま
ず
何
が
思
い
�
か
ぶ

で
あ
ろ
う
か
︒
天
安
門
や
萬
里
の
長
城
と
い
っ
た
豐
富
な
歷
�
�
產
や
桂
林

な
ど
の
絕
景
︑
京
劇
な
ど
の
多
�
な
傳
瓜
�
�
︑
あ
る
い
は
パ
ン
ダ
な
ど
︑

そ
の
候
補
は
い
く
つ
も
擧
げ
ら
れ
よ
う
が
︑
現
實
に
中
華
人
民
共
和
國
と
い

う
國
家
︑
そ
し
て
そ
の
國
民
と
向
き
合
う
際
に
は
︑
赤
い
國
旗
と
勇
壯
な
國

歌
に
印
象
附
け
ら
れ
る
場
面
が
少
な
く
な
い
︒
そ
れ
は
特
に
日
本
人
に
と
っ

て
は
︑
反
日
デ
モ
の
過
激
な
映
宴
と
と
も
に
目
に
し
耳
に
す
る
機
會
が
增
え

て
き
て
お
り
︑
あ
る
種
の
脅
威
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
�
け
取
ら
れ
る
よ
う
に

も
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
が
︑
中
國
人
で
あ
る
な
ら
ば
當
然
の
ご
と
く
國
旗

を
揭
げ
︑
國
歌
を
齊
唱
す
る
光
景
は
︑
決
し
て
古
く
か
ら
存
在
し
て
き
た
わ

け
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
�
代
以
影
の
歷
�
過
�
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
狀
況

で
あ
り
︑
む
し
ろ
い
か
に
し
て
國
民
に
國
旗
・
國
歌
を
�
�
さ
せ
︑
そ
し
て

中
國
に
ふ
さ
わ
し
い
國
旗
・
國
歌
を
作
り
出
す
か
が
︑
長
年
に
わ
た
る
課
題

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
國
を
象
�
す
る
シ
ン
ボ
ル
︑
す
な
わ
ち
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ

ル
の
中
國
に
お
け
る
歷
�
に
つ
い
て
︑
具
體
�
に
�
ら
か
に
し
た
硏
究
が
本

書
で
あ
る
︒
中
國
�
代
�
の
若
手
硏
究
者
で
あ
る
著
者
の
地
�
な
硏
究
成
果

が
�
士
論
�
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
︑
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
が
︑
そ
の

內
容
は
�
せ
ず
し
て
時
宜
に
合
致
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
觀
が
あ
る
︒

あ
ら
た
め
て
中
國
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
關
心
が
集
ま
る
今
日
に
あ
っ
て
︑

そ
の
歷
�
を
多
面
�
に
考
察
で
き
る
手
が
か
り
を
得
ら
れ
た
こ
と
は
︑
學
界

の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
廣
く
社
會
�
に
!
義
を
"
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
い
か

に
中
國
社
會
は
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
の
も
と
に
結
集
し
よ
う

と
し
︑
國
民
に
そ
の
�
�
を
圖
っ
て
い
っ
た
の
か
︒
冒
頭
に
揭
載
さ
れ
た

﹁
民
族
敎
育
�
F
IR
ST
ST
E
P
﹂
と
題
さ
れ
た
繪

(Ｘ
頁
)
か
ら
は
︑
そ
う

し
た
課
題
が
�
代
以
影
-
々
と
繼
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
象
�

さ
れ
て
い
る
︒
敎
育
の
場
で
の
國
旗
揭
揚
と
國
歌
齊
唱
︑
そ
し
て
先
生
と
生

徒
た
ち
の
頭
上
を
飛
行
す
る
お
そ
ら
く
軍
用
機
︒
現
在
の
中
國
で
も
そ
の
ま

ま
.
用
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
︑
日
中
戰
爭
直
/
の
時
�
に
描
か
れ
︑
そ
し
て
そ

こ
で
團
結
し
て
對
峙
す
べ
き
相
手
は
︑
�
示
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
日
本

を
措
い
て
他
に
は
な
い
こ
と
も
︑
今
日
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
く
0
圖
で
あ

る
︒
本
書
が
直
接
分
析
の
對
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
範
圍
は
︑
日
中
戰

爭
開
戰
ま
で
の
時
�
で
あ
る
が
︑
そ
の
!
義
は
す
ぐ
れ
て
今
日
�
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
︒

1
者
は
中
國
�
代
�
硏
究
を
專
攻
す
る
が
︑
必
ず
し
も
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
と
そ
の
背
景
と
な
る
政
治
�
�
�
の
問
題
に
つ
い
て
精
.

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
た
だ
︑
同
時
代
�
の
硏
究
者
と
い
う
立
場
か
ら
︑

著
者
の
硏
究
に
關
心
を
持
っ
て
き
た
者
の
一
人
で
あ
る
︒
特
に
淸
末
怨
政
時

�
以
影
︑
淸
4
が
�
代
立
憲
君
6
國
と
し
て
自
ら
の
再
生
を
試
み
る
よ
う
に

― 140 ―

506



な
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
︑
中
國
社
會
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
變
貌
を
8
げ

て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
象
�
�
な
表
れ
の
一
つ
が
︑
�

字
.
り
國
家
と
し
て
の
﹁
シ
ン
ボ
ル
﹂
の
在
り
方
の
變
�
で
あ
っ
た
と
い
う

本
書
の
6
張
に
は
︑
基
本
�
に
贊
!
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
門
外
漢
で
あ
る

こ
と
で
︑
專
門
分
野
の
硏
究
者
の
よ
う
な
批
1
能
力
は
な
い
が
︑
以
上
の
よ

う
な
觀
點
か
ら
氣
附
い
た
點
を
中
心
に
︑
以
下
各
違
ご
と
に
紹
介
を
し
︑
そ

の
上
で
若
干
の
批
1
を
試
み
た
い
︒

二

本
書
の
0
成
は
大
き
く
二
部
か
ら
な
り
︑
序
違
で
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た

後
︑
第
一
部
で
淸
末
か
ら
中
華
民
國
の
北
京
政
府
時
�
︑
第
二
部
で
南
京
國

民
政
府
時
�
の
問
題
が
そ
れ
ぞ
れ
檢
討
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
︑
違
ご
と
に
內

容
の
紹
介
を
行
い
た
い
︒

序
違
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
硏
究
と
シ
ン
ボ
ル
の
歷
�
學
﹂
で
は
︑
硏
究
�

の
整
理
と
し
て
︑
�
代
以
影
の
國
家
瓜
合
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
儀
式
︑
シ

ン
ボ
ル
の
關
聯
性
を
指
摘
す
る
硏
究
が
︑
ま
ず
歐
米
�
や
日
本
�
の
分
野
に

お
い
て
:
展
を
見
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
上
で
中
國
�
分
野
に
お

け
る
硏
究
の
現
狀
が
個
別
具
體
�
に
紹
介
さ
れ
る
︒
特
に
重
;
な
先
行
硏
究

と
し
て
は
︑
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
・
ハ
リ
ソ
ン
の
著
書

T
h
e
M
akin
g
of
th
e

R
epu
blican
C
itizen
が
擧
げ
ら
れ
︑
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
中
華
民
國
時
�

の
怨
た
な
政
治
�
�
の
形
成
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
關

係
が
︑
著
者
の
硏
究
テ
ー
マ
の
上
で
�
も
參
考
と
な
り
︑
か
つ
乘
り
越
え
る

べ
き
見
解
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
本
書
の
0
成
は
こ
う
し
た
問
題
!

識
よ
り
︑
ハ
リ
ソ
ン
が
著
書
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
辛
亥
革
命
以
/
の
淸
末

時
�
と
︑
一
九
二
九
年
の
孫
�
葬
儀
以
後
の
南
京
國
民
政
府
時
�
を
含
め
た

內
容
で
︑
日
中
戰
爭
開
戰
以
/
に
お
け
る
�
代
中
國
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン

ボ
ル
を
め
ぐ
る
歷
�
を
對
象
と
し
︑
分
析
の
視
角
と
し
て
は
︑
ハ
リ
ソ
ン
の

言
う
“citizenship”
で
は
な
く
︑
よ
り
國
家
!
識
に
直
結
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
の
關
係
に
焦
點
を
當
て
て
考
察
す
る
こ
と
が
︑
課
題
設
定
と
し
て
提

示
さ
れ
る
︒

第
一
部
﹁
淸
末
・
北
京
政
府
の
シ
ン
ボ
ル
と
儀
式
﹂
で
は
︑
ま
ず
第
一
違

﹁
中
國
�
初
の
國
旗
﹂
に
お
い
て
︑
淸
末
時
�
に
お
け
る
黃
龍
旗
の
國
旗
へ

の
]
用
と
そ
の
使
用
の
狀
況
が
論
じ
ら
れ
る
︒
�
代
�
國
家
シ
ン
ボ
ル
の
う

ち
︑
い
ち
は
や
く
中
國
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
視
覺
面
で

國
家
を
象
�
す
る
國
旗
で
あ
っ
た
︒
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
︑
幕
末
の
日

本
な
ど
と
同
樣
に
不
^
等
條
_
閲
結
に
`
う
�
代
自
由
.
商
體
制
の
�
け
入

れ
で
あ
り
︑
a
籍
の
識
別
と
い
う
目
�
よ
り
b
宜
�
に
]
用
さ
れ
た
黃
龍
旗

が
︑
外
c
や
軍
制
を
.
じ
て
d
第
に
廣
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
國

旗
﹂
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
過
�
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
特
に
そ
の
使

用
が
民
閒
に
ま
で
廣
が
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
義
和
團
事
件
以
後
の
こ
と
で

あ
る
と
し
︑
そ
の
早
�
の
事
例
と
し
て
事
件
時
に
西
安
へ
蒙
塵
す
る
光
緖
g

ら
を
護
衞
し
た
保
鏢
が
黃
龍
旗
を
使
用
し
た
と
い
う
後
年
の
記
述
を
本
書
は

引
用
し
て
い
る

(三
六
頁
)
︒
そ
う
し
た
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
︑
皇
g
の
行
列
に
隨
行
す
る
と
い
う
狀
況
か
ら
考
え
れ
ば
︑
こ
の
場

合
は
傳
瓜
�
な
儀
仗
用
の
﹁
龍
旗
﹂
を
用
い
た
可
能
性
の
方
が
大
き
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
や
は
り
黃
龍
旗
の
使
用
が
社
會
�
に
一
般
�
す
る
契
機

と
し
て
は
︑
事
件
後
の
怨
政
が
重
;
で
あ
り
︑
祝
日
に
お
け
る
揭
揚
や
學
校

敎
育
を
媒
介
と
し
て
そ
の
使
用
が
定
着
し
て
い
っ
た
︒
一
方
で
康
"
爲
ら
に

よ
る
黃
龍
旗
批
j
の
言
說
も
紹
介
す
る
が
︑
"
力
な
代
替
案
が
存
在
し
な
い

中
で
︑
同
時
�
に
ま
ず
黃
龍
旗
が
ま
が
り
な
り
に
も
國
旗
と
し
て
の
役
割
を
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果
た
し
て
い
っ
た
こ
と
を
本
違
は
�
ら
か
に
し
て
い
る
︒

第
二
違
﹁
國
旗
を
め
ぐ
る
爭
い
﹂
で
は
︑
辛
亥
革
命
に
際
し
て
怨
た
に
制

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
中
華
民
國
國
旗
を
め
ぐ
る
論
爭
と
︑
�
m
�
に
五

色
旗
に
決
定
す
る
過
�
が
︑
/
�
と
し
て
の
同
n
會
に
お
け
る
國
旗
論
爭
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
︒
孫
�
が
執
拗
な
ま
で
に
]
用
を
6
張
し
て
い

た
靑
天
白
日
滿
地
紅
旗
は
︑
結
局
同
n
會
內
部
で
も
國
旗
と
し
て
の
合
!
を

見
る
に
至
ら
ず
︑
辛
亥
革
命
勃
發
後
も
樣
々
な
デ
ザ
イ
ン
の
﹁
國
旗
﹂
の
一

つ
と
し
て
競
い
合
う
こ
と
と
な
っ
た
︒
結
局
]
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
︑
元
淸
4
江
蘇
p
撫
の
江
蘇
都
督
�
德
s
が
提
案
し
た
五
色
旗
で
あ
り
︑

中
華
民
國
の
五
族
共
和
理
念
を
象
�
す
る
も
の
と
し
て
︑
以
後
用
い
ら
れ
て

い
く
こ
と
と
な
っ
た
︒

こ
う
し
た
本
違
の
內
容
に
關
し
て
は
︑
孫
�
が
五
色
旗
の
]
用
に
一
貫
し

て
否
定
�
な
t
勢
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
︑
重
;
な
論
點
だ
と
い
え
る
︒
こ

れ
以
後
も
孫
�
は
折
に
ふ
れ
て
五
色
旗
が
國
旗
と
し
て
不
u
切
で
あ
る
こ
と

を
力
說
し
て
い
く
の
だ
が
︑
そ
の
理
由
と
し
て
孫
は
五
色
旗
が
淸
4
時
代
に

海
軍
の
一
品
・
二
品
大
官
の
旗
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
擧
げ
て
い

る

(六
五
頁
︑
一
七
五
～
一
七
九
頁
)︒
そ
の
傍
證
と
し
て
は
︑
一
八
八
八

年
制
定
の
﹁
北
洋
海
軍
違
�
﹂
で
提
督
の
旗
と
し
て
﹁
五
色
長
方
旗
﹂
が
定

め
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(六
六
頁
)︒
こ
れ
ら
の
記
述
に
依
據

す
れ
ば
︑
同
旗
は
一
九
世
紀
末
以
影
に
專
ら
�
代
海
軍
を
中
心
に
用
い
ら
れ

た
と
い
う
來
歷
を
"
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
實
際
に
は

そ
れ
よ
り
早
い
時
�
に
廣
範
な
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

を
︑
本
書
で
は
指
摘
し
て
い
な
い
︒
そ
れ
は
例
え
ば
︑
一
九
世
紀
後
w
に
描

か
れ
た
繪
畫
よ
り
檢
證
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹃
淸
�
圖
典
﹄
の
一
〇
卷(1
)
に

收
錄
さ
れ
た
咸
豐
・
同
治
年
閒

(一
八
五
一
～
七
四
)
に
お
け
る
各
地
で
の

戰
役
の
樣
子
を
記
錄
し
た
各
種
の
﹁
戰
圖
﹂
を
見
る
と
︑
同
時
�
に
淸
4
側

軍
y
の
使
用
し
た
旗
と
し
て
橫
縞
五
色
の
橫
長
方
形
旗
が
い
く
つ
も
の
場
面

で
描
か
れ
て
お
り
︑
配
色
が
j
�
す
る
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

①

二
三
頁
﹁
田
家
鎭
{
蘄
州
戰
圖
﹂：
靑
黃
赤
白
黑
と
靑
黃
黑
赤
白

②

二
六
～
二
七
頁
﹁
.
城
等
縣
戰
圖
﹂：
靑
黃
赤
白
黑

③

四
五
頁
﹁
李
鴻
違
克
復
蘇
州
戰
圖
﹂：
赤
黃
靑
白
黑

④

四
七
頁
﹁
左
宗
棠
克
復
杭
州
戰
圖
﹂：
赤
靑
黃
白
黑

⑤

七
一
～
八
〇
頁
﹁
^
定
回
匪
戰
圖
﹂：
靑
黃
赤
白
黑

な
お
⑤
の
﹁
^
定
回
匪
戰
圖
﹂
に
は
︑
共
.
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
六
色
{
び

七
色
の
旗
も
描
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
場
合
の
配
色
は
靑
黃
赤
白
黑
白
と
靑
黃

赤
白
黑
赤
靑
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
旗
は
︑
配
色
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る

も
の
の
︑
五
行
に
對
應
す
る
五
色
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
點
で
五
色
旗

と
共
.
し
て
お
り
︑
③
は
配
色
も
含
め
て
s
く
同
一
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
︒
こ

う
し
た
軍
旗
と
し
て
の
五
色
旗
の
使
用
が
︑
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
る
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
�
確
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
さ
し
あ

た
り
お
お
ま
か
な
傾
向
と
し
て
は
︑
こ
の
﹃
淸
�
圖
典
﹄
シ
リ
ー
ズ
の
各
卷

に
收
錄
さ
れ
た
各
時
代
の
戰
圖
を
見
る
限
り
︑
�
光
年
閒
以
/
の
も
の
か
ら

は
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
︑
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
し
て
︑
咸
豐
年
閒
以
後
に

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

こ
う
し
た
事
實
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
︑
五
色
旗
は
元
來
太
^
天
國
な
ど

の
諸
反
亂
を
鎭
壓
し
た
淸
4
側
軍
y
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
と
い
う
側
面
が

�
か
び
上
が
る
︒
特
に
江
南
地
域
に
お
い
て
は
︑
太
^
天
國
鎭
壓
の
6
力
と

な
っ
た
湘
軍
・
淮
軍
が
こ
の
旗
を
使
用
し
た
と
い
う
歷
�
が
あ
り
︑
太
^
天

國
に
反
滿
革
命
の
先
驅
者
と
し
て
の
再
1
價
を
與
え
て
い
た
孫
�
ら
革
命
�

に
と
っ
て
は
︑
一
層
容
�
で
き
な
い
來
歷
を
"
す
る
旗
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
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と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
事
實
に
つ
い
て
︑
辛
亥
革
命
時
の
議
論
に
際
し
て
言

{
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑
や
や
不
思
議
に
感
じ
ら
れ
た
︒
廣
東
出
身
で

太
^
天
國
當
時
を
經
驗
し
て
い
な
い
孫
�
ら
は
と
も
か
く
︑
江
南
な
ど
で
は

六
十
代
以
上
の
古
老
は
實
地
に
見
聞
し
た
出
來
事
で
あ
る
わ
け
で
︑
そ
の
五

色
旗
が
淸
4
に
�
旗
を
�
し
た
怨
政
府
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
]
用
さ
れ
る
こ

と
に
︑
本
來
な
ら
ば
何
ら
か
の
批
1
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

一
方
で
︑
そ
の
]
用
を
提
議
し
た
と
さ
れ
る
�
德
s
が
︑
も
し
こ
う
し
た
五

色
旗
の
來
歷
を
知
っ
て
い
た
と
假
定
す
れ
ば
︑
ま
こ
と
に
!
味
深
長
な
!
圖

を
�
め
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
表
面
�
に
は
﹁
五
族
共
和
﹂
と
關

聯
附
け
る
こ
と
で
革
命
�
を
�
得
さ
せ
つ
つ
︑﹁
粤
匪
﹂
洪
秀
s
で
は
な
く
︑

そ
の
洪
秀
s
に
立
ち
向
か
っ
た
曾
國
藩
・
李
鴻
違
ら
の
足
跡
に
自
分
た
ち
の

蹶
起
を
跡
附
け
た
の
で
あ
る
か
ら
︒
こ
う
し
た
見
方
は
︑
デ
ザ
イ
ン
が
單
純

で
あ
る
こ
と
か
ら
偶
然
の
一
致
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
が
︑

五
色
旗
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
一
層
の
解
�
が
待
た
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
︒

第
三
違
﹁
革
命
を
記
念
す
る
﹂
で
は
︑
民
國
元
年
に
擧
行
さ
れ
た
辛
亥
革

命
一
周
年
の
記
念
行
事
を
取
り
上
げ
︑
記
念
日
を
い
つ
に
設
定
す
る
か
と
い

う
議
論
を
中
心
に
そ
の
實
行
に
至
る
過
�
を
考
察
し
て
い
る
︒
當
初
は
そ
の

候
補
と
し
て
武
昌
蜂
起
の
起
き
た
一
〇
�
一
〇
日
の
ほ
か
に
︑
中
華
民
國
南

京
臨
時
政
府
が
成
立
し
た
一
�
一
日
や
淸
4
側
に
よ
り
共
和
�
諾
の
詔
書
が

發
せ
ら
れ
た
二
�
一
二
日
な
ど
も
擧
げ
ら
れ
︑
さ
ら
に
陽
曆
で
は
な
く
陰
曆

に
基
づ
い
て
記
念
日
を
設
定
す
る
こ
と
が
檢
討
さ
れ
て
い
た
︒
�
m
�
に
は

臨
時
參
議
院
で
の
討
論
を
へ
て
︑
武
昌
蜂
起
の
一
周
年
記
念
日
を
陰
曆
の
八

�
一
九
日

(す
な
わ
ち
陽
曆
の
九
�
二
九
日
)
で
は
な
く
陽
曆
の
一
〇
�
一

〇
日
に
設
定
し
て
國
慶
日
と
し
︑
こ
の
日
に
各
種
の
記
念
行
事
が
擧
行
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
樣
子
を
︑
本
違
で
は
北
京
で
の
各
種
行
事
を
例
に

紹
介
し
︑
革
命
烈
士
の
�
悼
式
な
ど
と
と
も
に
︑
演
劇
や
�
動
會
︑
提
灯
行

列
な
ど
と
い
っ
た
娛
樂
�
;
素
も
含
め
た
內
容
で
擧
行
さ
れ
た
こ
と
を
�
ら

か
に
し
て
い
る
︒
こ
れ
以
後
︑
國
民
政
府
時
�
か
ら
現
在
の
臺
灣
に
至
る
ま

で
繼
續
さ
れ
て
い
く
中
華
民
國
の
國
慶
�
の
由
來
を
�
ら
か
に
し
た
本
違
の

內
容
は
︑
こ
う
し
た
國
家
成
立
の
記
念
日
を
特
に
!
識
す
る
こ
と
の
な
か
っ

た
傳
瓜
�
な
王
4
體
制
と
の
�
い
を
一
つ
�
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
︑
�

代
中
國
に
お
け
る
怨
た
な
政
治
體
制
確
立
の
!
義
を
論
じ
る
も
の
と
な
っ
た

と
1
價
で
き
る
︒

第
四
違
﹁
國
樂
か
ら
國
歌
へ
﹂
で
は
︑
淸
末
か
ら
民
國
北
京
政
府
時
�
に

か
け
て
の
國
歌
制
定
の
取
り
組
み
を
取
り
上
げ
︑
實
際
に
制
定
さ
れ
た
淸
4

の
﹁
國
樂
﹂
と
中
華
民
國
の
﹁
卿
雲
歌
﹂
を
中
心
に
︑
複
數
の
試
案
を
含
め

た
そ
の
檢
討
過
�
を
論
じ
て
い
る
︒
a
籍
管
理
の
必
;
か
ら
早
�
に
制
定
さ

れ
た
國
旗
と
比
�
し
て
︑
そ
う
し
た
實
用
性
の
と
も
な
わ
な
い
國
歌
は
二
十

世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
制
定
の
必
;
性
が
必
ず
し
も
�
識
さ
れ
ず
︑
一
八
八

〇
年
代
に
外
c
官
を
務
め
た
曾
紀
澤
に
よ
る
私
�
な
作
曲
の
例
な
ど
を
除
け

ば
︑
實
に
一
九
一
〇
年
代
に
至
っ
て
正
式
に
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

禮
部
の
提
議
に
よ
り
一
九
一
一
年
一
〇
�
四
日
に
制
定
さ
れ
た
中
國
�
初
の

國
歌
が
﹁
國
樂
﹂
で
あ
り
︑
た
だ
實
際
に
は
︑
直
後
に
勃
發
し
た
辛
亥
革
命

に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
歌
わ
れ
る
機
會
の
な
い
ま
ま
役
割
を
m
え
た
︒
そ
の
後

は
中
華
民
國
の
成
立
後
に
あ
ら
た
め
て
國
歌
の
制
定
が
檢
討
さ
れ
︑
違
炳
麟

や
張
謇
と
い
っ
た
著
名
人
も
參
加
し
て
各
種
の
案
が
檢
討
さ
れ
た
の
だ
が
︑

こ
れ
ら
の
樂
曲
の
具
體
�
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
︑
樂
�
も
揭
載
さ
れ
て
い

る
も
の
の
︑
�
讀
み
の
能
力
の
な
い
1
者
は
歌
詞
に
賴
ら
ざ
る
を
得
な
い
と

こ
ろ
に
齒
が
ゆ
さ
も
感
じ
た
︒
さ
し
あ
た
り
そ
こ
か
ら
得
た
印
象
と
し
て
は
︑

君
6
制
か
ら
共
和
制
へ
と
い
う
政
治
體
制
の
變
革
に
か
か
わ
ら
ず
︑
同
時
�
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の
國
歌
は
保
守
�
な
表
現
を
基
�
と
す
る
と
い
う
點
で
共
.
性
を
"
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
鞏
金
甌
︑
承
天
幬

(淸
4
國
樂
)﹂﹁
高
高
上
蒼
︑

華
嶽
挺
中
央

(
違
炳
麟
案
國
歌
)﹂﹁
卿
雲
爛
兮
︑
糺
縵
縵
兮

(卿
雲
歌
)﹂︑

こ
う
し
た
純
然
た
る
�
語
�
の
歌
詞
を
耳
に
し
て
︑
理
解
で
き
る
國
民
は
ど

れ
だ
け
い
た
で
あ
ろ
う
か
︒
旣
に
白
話
�
動
も
展
開
さ
れ
︑
口
語
に
よ
る
作

詞
と
い
う
6
張
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
國
歌
の
�
違
表
現
に
關
し
て
は

保
守
�
な
思
考
が
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
貫
か
れ
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
こ

と
は
淸
末
か
ら
北
京
政
府
時
�
に
か
け
て
の
政
治
�
�
の
聯
續
性
を
一
つ
示

す
事
例
で
も
あ
ろ
う
︒

た
だ
こ
う
し
た
側
面
の
一
方
で
︑
怨
た
な
政
治
思
想
の
反
映
を
そ
こ
か
ら

見
出
す
こ
と
も
で
き
る
︒
た
と
え
ば
淸
末
の
﹁
國
樂
﹂
に
つ
い
て
見
れ
ば
︑

古
典
に
由
來
す
る
難
解
な
語
句
を
ち
り
ば
め
て
い
る
一
方
で
︑﹁
g
國
﹂
と

い
う
語
句
も
用
い
ら
れ
て
い
る

(一
二
〇
頁
)︒﹁
g
國
﹂
が
中
國
で
一
般
に

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
ま
さ
に
同
時
�
の
こ
と
で
あ
り
︑
日
本

か
ら
傳
入
し
た
﹁
怨
語
﹂
の
一
つ
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た(2
)
︒
特
に

淸
4
自
身
が
自
ら
を
指
し
て
﹁
g
國
﹂
と
稱
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
例
を
考

察
す
る
と
︑
當
時
一
九
一
三
年
に
豫
定
さ
れ
て
い
た
立
憲
政
體
へ
の
移
行
に

向
け
た
施
策
の
中
で
本
格
�
に
使
用
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
實
に
た
ど
り

着
く
︒
そ
れ
ま
で
の
﹁
大
淸
國
﹂
に
代
わ
り
︑
�
代
�
な
立
憲
君
6
國
と
し

て
﹁
大
淸
g
國
﹂
を
名
乘
ろ
う
と
し
て
い
た
淸
4
に
と
っ
て
︑
や
は
り
怨
た

に
制
定
し
た
國
歌
の
歌
詞
に
﹁
g
國
﹂
を
織
り
�
ん
だ
の
は
︑
怨
た
な
國
家

體
制
へ
の
移
行
を
象
�
さ
せ
る
と
い
う
!
義
を
含
ま
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ

う
︒
民
國
時
�
の
國
歌
に
お
け
る
﹁
共
和
﹂﹁
民
6
﹂
と
い
っ
た
語
句
の
使

用
と
と
も
に
︑
政
治
思
想
の
反
映
を
示
し
た
事
例
と
し
て
考
察
を
深
め
る
べ

き
テ
ー
マ
で
あ
る
と
思
う
︒

こ
の
ほ
か
一
九
一
五
年
に
あ
ら
た
め
て
中
華
民
國
政
府
に
よ
り
制
定
さ
れ

た
﹁
國
樂
﹂
に
つ
い
て
一
つ
氣
が
附
い
た
點
と
し
て
は
︑
滿
洲
旗
人
の
出
身

で
︑
辛
亥
革
命
勃
發
直
後
に
は
親
貴
內
閣
の
陸
軍
大
臣
と
し
て
武
昌
蜂
起
鎭

壓
作
戰
の
指
揮
を
執
っ
た
人
物
で
あ
る
廕
昌
が
作
詞
者
で
あ
る
こ
と
が
興
味

深
い

(一
三
二
頁
)︒
革
命
後
も
參
謀
總
長
な
ど
北
京
政
府
の
;
職
を
歷
任

し
︑
後
に
黎
元
洪
政
權
�
に
は
︑
奇
�
に
も
そ
の
も
と
で
侍
從
武
官
長
を
務

め
た
の
で
あ
る
が
︑
か
か
る
經
歷
を
"
す
る
人
物
が
﹁
中
國
﹂
﹁
華
冑
﹂
と

い
っ
た
語
句
を
織
り
�
ん
だ
中
華
民
國
の
國
歌
を
作
詞
し
た
の
で
あ
る
︒
こ

う
し
た
事
實
に
つ
い
て
も
言
{
で
き
て
い
れ
ば
︑﹁
五
族
共
和
﹂
理
念
の
同

時
�
に
お
け
る
具
體
�
な
表
れ
を
指
摘
で
き
た
で
あ
ろ
う
︒

第
五
違
﹁
共
和
革
命
と
五
色
旗
﹂
で
は
︑
北
京
政
府
時
�
に
五
色
旗
が
中

華
民
國
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
定
着
し
︑
幅
廣
い
場
面
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
︑

五
四
�
動
な
ど
の
政
治
�
事
件
に
お
け
る
使
用
例
と
と
も
に
論
じ
て
い
る
︒

同
時
�
に
は
袁
世
凱
g
政
や
溥
儀
の
丁
巳
復
辟
な
ど
︑
中
華
民
國
自
體
の
存

續
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
局
面
も
續
發
し
︑
そ
の
た
び
に
國
旗
も
變
�
が
試

み
ら
れ
た
︒
結
果
と
し
て
そ
こ
で
は
五
色
旗
は
そ
う
し
た
政
治
�
反
動
の
動

き
に
對
し
︑
共
和
制
の
理
念
を
擁
護
す
る
側
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ

た
︒
さ
ら
に
五
四
�
動
に
際
し
て
は
︑
五
色
旗
は
對
外
�
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
象
�
と
し
て
學
生
た
ち
に
よ
り
揭
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
後
に
﹁
北
洋

軍
閥
﹂
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
否
定
�
な
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
す
る
以
/
に
は
︑

五
色
旗
が
確
實
に
中
華
民
國
の
象
�
と
し
て
社
會
�
に
�
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
︑
豐
富
な
事
例
よ
り
論
證
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
一
つ
印
象
に

殘
っ
た
使
用
例
が
︑
丁
巳
復
辟
に
際
し
て
︑
廣
州
で
�
防
旗
人
が
こ
れ
に
反

對
の
!
思
を
示
し
て
五
色
旗
を
揭
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(一
五
六
頁
)︒

は
る
か
南
方
に
あ
っ
て
漢
人
社
會
の
た
だ
な
か
に
生
き
る
彼
ら
に
と
っ
て
は
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�
擇
肢
の
な
い
行
動
で
あ
っ
た
と
は
言
え
よ
う
が
︑
自
ら
の
6
君
で
あ
っ
た

宣
瓜
g
の
復
權
よ
り
も
共
和
政
體
の
維
持
を
6
張
す
る
!
志
表
�
を
お
こ

な
っ
た
の
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
八
旗
に
よ
る
中
華
民
國
の
體
制
�
容
の
問
題

は
︑
檢
討
が
深
め
ら
れ
て
良
い
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
︒﹁
五
族
共
和
﹂
が
彼
ら

を
瓜
合
に
取
り
�
む
理
念
と
し
て
一
定
の
"
效
性
を
"
し
て
い
た
こ
と
は
︑

先
に
述
べ
た
廕
昌
に
よ
る
國
歌
作
詞
の
事
例
な
ど
も
あ
り
︑
國
民
政
府
時
�

と
比
�
し
て
の
北
京
政
府
時
�
の
瓜
合
の
特
性
を
示
す
も
の
と
し
て
︑
今
後

考
察
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
�
待
し
た
い
︒

第
二
部
﹁
南
京
國
民
政
府
の
シ
ン
ボ
ル
と
儀
式
﹂
で
は
︑
ま
ず
第
六
違

﹁
國
民
革
命
と
靑
天
白
日
旗
﹂
で
國
民
革
命
の
:
展
に
と
も
な
う
五
色
旗
か

ら
靑
天
白
日
旗
へ
の
國
旗
變
�
の
過
�
を
論
じ
る
︒
そ
も
そ
も
第
二
違
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
よ
う
に
︑
孫
�
は
淸
末
革
命
�
動
よ
り
一
貫
し
て
靑
天
白
日

旗
を
中
華
民
國
の
國
旗
と
し
て
]
用
す
べ
き
こ
と
を
6
張
し
て
い
た
︒
辛
亥

革
命
後
も
第
二
革
命
に
よ
る
北
京
政
府
と
の
訣
別
と
と
も
に
︑
五
色
旗
を
否

定
し
て
再
び
靑
天
白
日
旗
を
國
旗
と
す
る
こ
と
を
6
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

そ
の
6
た
る
理
由
と
し
て
は
︑
先
に
見
た
よ
う
に
五
色
旗
が
淸
4
に
由
來
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
專
ら
指
摘
し
︑
そ
う
で
は
な
く
淸
末
革
命
�
に
よ
っ

て
創
始
さ
れ
た
靑
天
白
日
旗
こ
そ
が
中
華
民
國
の
國
旗
に
ふ
さ
わ
し
い
と
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
こ
と
は
中
華
民
國
を
淸
4
か
ら
の
繼
承
に
よ

り
成
立
し
た
國
家
と
し
て
位
置
附
け
る
か
︑
そ
う
で
は
な
く
淸
4
と
は
完
s

に
斷
絕
し
た
關
係
の
上
で
成
立
し
た
︑
あ
る
い
は
改
め
て
そ
の
樣
な
形
で
成

立
す
べ
き
國
家
と
し
て
位
置
附
け
る
の
か
と
い
う
︑
大
き
な
�
識
の
差
衣
に

關
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
北
京
政
府
は
い
わ
ば
淸
4
の
殘
滓
と
し
て
存
在
し

て
い
る
政
權
で
あ
り
︑﹁
北
洋
軍
閥
﹂
の
レ
ッ
テ
ル
と
と
も
に
す
み
や
か
に

打
倒
す
べ
き
對
象
と
さ
れ
た
の
だ
が
︑
そ
の
本
據
地
た
る
北
京
に
お
い
て
孫

�
は
一
九
二
五
年
三
�
に
死
去
し
た
︒
當
然
そ
こ
で
は
い
ま
だ
に
五
色
旗
が

國
旗
と
し
て
揭
げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
こ
の
北
京
政
變
後
の
上
京

に
際
し
て
孫
�
が
國
旗
問
題
に
對
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
た
の
か
は

言
{
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ
ま
で
の
持
論
か
ら
す
れ
ば
︑
政
變
後
の
怨
た
な

政
權
0
想
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
の
中
で
も
必
然
�
に
國
旗
の
變
�
を
6
張
し

た
と
想
宴
さ
れ
よ
う
が
︑
こ
の
點
は
今
後
の
解
�
を
�
待
し
た
い
︒
そ
し
て

死
後
の
�
悼
活
動
で
は
︑
孫
�
に
と
り
一
貫
し
て
�
め
が
た
い
旗
で
あ
っ
た

五
色
旗
が
靑
天
白
日
旗
と
と
も
に
使
用
さ
れ
︑
以
後
國
民
革
命
の
m
了
に
至

る
ま
で
そ
の
使
用
は
五
三
〇
�
動
な
ど
廣
範
に
な
さ
れ
た
こ
と
も
︑
本
違
で

�
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
い
わ
ば
黨
�
�
な
信
條
を
超
え
た
中
華
民
國
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
社
會
�
に
も
定
着
を
見
て
い
た
五
色
旗
の
使
用
は
︑
北
伐
の

:
展
と
と
と
も
に
國
民
政
府
が
荏
配
を
擴
大
す
る
こ
と
で
︑
は
じ
め
て
m
焉

を
�
え
て
い
っ
た
の
だ
が
︑
こ
う
し
た
﹁
易
幟
﹂
の
過
�
は
︑
そ
の
直
/
ま

で
神
�
な
國
家
の
象
�
で
あ
っ
た
五
色
旗
の
權
威
を
無
に
歸
せ
し
め
た
こ
と

で
︑
社
會
�
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
對
す
る
批
j
�
な
思
考
を
惹
起
さ
せ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

第
七
違
﹁
黨
旗
と
國
旗
﹂
で
は
︑
國
民
革
命
後
の
南
京
國
民
政
府
に
よ
る

黨
旗
お
よ
び
國
旗
に
對
す
る
政
策
を
論
じ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
靑
天
白
日
旗

と
は
︑
同
政
府
の
も
と
で
の
怨
た
な
國
旗
で
あ
る
以
/
に
國
民
黨
の
黨
旗
と

し
て
使
用
さ
れ
︑
國
旗
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
赤
地
の
左
上
隅
に
靑
天

白
日
旗
を
配
し
た
靑
天
白
日
滿
地
紅
旗
と
す
る
こ
と
で
區
別
さ
れ
た
の
だ
が
︑

特
定
の
政
治
集
團
の
シ
ン
ボ
ル
を
そ
の
ま
ま
國
家
�
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
使
用

す
る
と
い
う
點
で
︑
五
色
旗
と
は
�
確
に
衣
な
る
性
格
を
"
す
る
も
の
と

な
っ
た
︒
そ
の
こ
と
を
國
民
政
府
自
身
は
淸
末
革
命
�
動
以
來
の
孫
�
の
權

威
の
絕
對
�
を
推
:
す
る
こ
と
で
︑
社
會
に
衣
論
な
く
�
け
入
れ
さ
せ
よ
う
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と
し
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
こ
と
は
淸
4
か
ら
の
繼
承
で
は
な
く
︑
訣
別
を

/
提
に
中
華
民
國
は
存
在
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
孫
�
の
信
條
を
そ
の
後
繼

者
た
ち
に
強
�
さ
せ
る
こ
と
と
も
な
っ
た
︒
た
と
え
ば
蔣
介
石
は
︑
一
九
三

三
年
の
﹁
國
旗
�
!
義
與
怨
�
;
旨
﹂
で
靑
天
白
日
滿
地
紅
旗
の
赤
い
色
に

﹁︹
�
4
滅
�
以
來
︺
三
百
年
來
の
我
々
み
な
の
祖
宗
先
烈
﹂
の
犧
牲
が
象
�

さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
お
り

(二
二
〇
頁
)︑
回
復
す
べ
き
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
出
發
點
を
�
の
滅
�
に
置
く
な
ど
︑
淸
末
の
反
滿
革
命
思
想
を
直
接
に

繼
承
す
る
か
の
よ
う
な
漢
民
族
中
心
6
義
の
視
點
を
打
ち
出
し
て
い
る
︒
そ

れ
は
滿
洲
事
變
を
契
機
に
溥
儀
ら
舊
淸
4
荏
配
層
を
よ
り
嚴
し
い
目
で
見
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
當
時
の
狀
況
も
反
映
し
て
い
よ
う
が
︑
滿
洲
人

も
含
め
た
五
族
に
よ
る
共
和
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
位
置
附
け
ら
れ
た
五
色
旗

と
は
︑
靑
天
白
日
旗
は
民
族
政
策
の
面
で
も
衣
な
る
理
念
を
表
象
す
る
國
旗

と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
言
說
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

第
八
違
﹁
黨
歌
と
國
歌
﹂
で
は
︑
國
民
政
府
時
�
の
國
歌
を
め
ぐ
る
問
題

に
つ
い
て
︑
國
民
黨
の
黨
歌
と
の
關
係
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
︒
國
旗
と
と

も
に
︑
國
歌
も
國
民
黨
は
孫
�
の
時
代
よ
り
變
�
を
6
張
し
て
い
た
が
︑
旣

に
�
確
な
代
替
案
が
存
在
し
て
い
た
國
旗
と
は
衣
な
り
︑
國
歌
は
な
が
ら
く

檢
討
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
國
民
革
命
�
に
は
フ
ラ
ン
ス
の

俗
謠
に
歌
詞
を
附
け
た
﹁
國
民
革
命
歌
﹂
が
國
歌
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
廣

く
歌
わ
れ
た
も
の
の
︑
正
式
の
國
歌
た
る
も
の
と
は
な
り
え
ず
︑
南
京
國
民

政
府
の
成
立
直
後
か
ら
怨
た
な
國
歌
の
制
定
が
檢
討
開
始
さ
れ
た
︒
た
だ
︑

數
d
に
わ
た
る
檢
討
の
結
果
も
成
案
を
得
る
に
至
ら
ず
︑
國
民
政
府
の
も
と

で
の
國
歌
制
定
の
試
み
は
︑
結
局
實
現
を
見
な
か
っ
た
︒
代
わ
っ
て
一
足
先

に
一
九
二
八
年
制
定
さ
れ
た
の
が
︑
國
民
黨
黨
歌
で
あ
る
︒
孫
�
の
黨
員
に

對
す
る
訓
示
を
そ
の
ま
ま
歌
詞
に
し
て
作
曲
さ
れ
た
同
歌
は
︑
四
字
句
か
ら

な
る
完
s
な
�
語
�
の
內
容
で
あ
り
︑
﹁
咨
爾
多
士

(あ
あ
︑
な
ん
じ
多
士

よ
)﹂
と
い
っ
た
古
典
に
由
來
す
る
表
現
す
ら
含
ま
れ
て
い
る
︒
口
語
表
現

と
は
�
確
に
�
離
を
置
い
た
歌
詞
と
い
う
こ
と
で
は
︑
第
四
違
で
見
た
淸
末

か
ら
北
京
政
府
時
�
に
か
け
て
の
國
歌
と
の
共
.
性
が
指
摘
で
き
る
が
︑
こ

の
古
�
な
黨
歌
が
國
歌
の
代
用
歌
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の

後
一
九
三
七
年
四
�
に
至
っ
て
正
式
に
國
歌
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
決

定
さ
れ
た
︒
こ
う
し
た
國
歌
と
黨
歌
と
の
關
係
は
︑
/
違
の
國
旗
と
黨
旗
と

の
關
係
に
對
應
す
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
實
際
に
は
必
ず

し
も
當
初
か
ら
想
定
し
て
い
た
措
置
で
は
な
く
︑
國
民
黨
內
部
で
も
衣
論
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
本
書
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

な
お
本
違
の
末
尾
で
は
︑
こ
う
し
た
黨
歌
・
國
歌
を
め
ぐ
る
議
論
を
總
括

し
た
後
︑
や
や
�
突
な
形
で
民
閒
に
お
け
る
同
時
�
の
¡
樂
�
�
を
紹
介
し
︑

そ
し
て
そ
の
�
後
に
一
九
三
五
年
公
開
の
映
畫
6
題
歌
﹁
義
勇
軍
:
行
曲
﹂

に
つ
い
て
言
{
し
て
い
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
中
華
人
民
共
和
國
円
國
後
は

國
歌

(當
初
は
代
國
歌
)
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
歌
曲
で
あ
り
︑

そ
の
こ
と
は
m
違
で
言
{
さ
れ
る
の
だ
が
︑
そ
う
し
た
豫
備
知
識
が
な
い
讀

者
に
は
︑
こ
こ
だ
け
を
讀
む
と
﹁
な
ぜ
突
然
こ
の
曲
が
？
﹂
と
い
う
�
和
感

が
ぬ
ぐ
え
な
い
︒
一
言
﹁
戰
後
は
中
華
人
民
共
和
國
國
歌
と
な
る
﹂
と
い
う

說
�
が
あ
っ
て
も
良
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

第
九
違
﹁
曆
の
上
の
革
命
﹂
で
は
︑
國
民
政
府
に
よ
る
各
種
の
記
念
日
制

定
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
孫
�
を
中
心
と
し
た
革
命
�
動
の
歷
�
に
ま
つ

わ
る
日
附
を
國
民
政
府
は
積
極
�
に
記
念
日
と
し
て
制
定
し
︑
一
時
は
年
閒

で
二
八
日
が
何
ら
か
の
記
念
日
と
さ
れ
た
︒
そ
の
後
は
重
;
性
に
よ
る
ラ
ン

ク
附
け
を
し
て
︑
休
日
と
す
る
の
は
孫
�
の
生
沒
記
念
日
な
ど
七
日
に
ま
で

¢
り
�
ん
だ
の
で
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
多
數
の
記
念
日
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
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ン
の
機
會
と
し
て
で
は
な
く
︑
民
衆
を
敎
育
し
�
動
に
動
員
す
る
機
會
と
し

て
位
置
附
け
ら
れ
た
︒
た
だ
實
際
に
は
︑
そ
う
し
た
民
衆
�
動
が
共
產
黨
に

利
用
さ
れ
る
こ
と
や
︑
特
に
抗
日
�
動
の
高
揚
が
對
日
c
涉
の
妨
げ
に
な
る

こ
と
へ
の
危
惧
が
つ
き
ま
と
い
︑
國
民
黨
は
參
加
者
の
制
限
な
ど
記
念
日
の

行
事
活
動
は
限
定
�
に
お
こ
な
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
そ
こ
に
同
時
�
の

體
制
に
よ
る
國
民
瓜
合
の
限
界
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

こ
う
し
た
政
治
�
な
記
念
日
の
制
定
の
中
に
あ
っ
て
︑
傳
瓜
�
記
念
日
も

少
數
で
あ
る
が
存
續
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
れ
が
孔
子
¤
生
記
念
日
で
あ

る
︒
歷
�
�
に
釋
奠
禮
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
孔
子
へ
の
祭
祀
は
︑
辛

亥
革
命
後
も
中
華
民
國
の
公
�
行
事
と
し
て
繼
續
さ
れ
て
き
た
が
︑
國
民
政

府
は
當
初
廢
止
の
方
針
を
と
っ
た
︒
し
か
し
一
九
二
八
年
以
影
は
復
活
の
方

針
に
轉
じ
︑
一
九
三
四
年
よ
り
陰
曆
八
�
二
七
日
の
¤
生
日
を
そ
の
ま
ま
の

日
附
で
陽
曆
に
移
し
て
政
府
と
し
て
の
孔
子
祭
祀
が
再
開
さ
れ
た
︒
こ
う
し

た
傳
瓜
行
事
の
陽
曆
へ
の
移
し
替
え
に
よ
る
繼
承
は
︑
正
�
や
七
夕
な
ど
の

�
日
に
つ
い
て
も
實
施
さ
れ
︑
そ
れ
は
陽
曆
の
社
會
�
�
{
を
目
�
に
一
九

二
九
年
よ
り
頒
布
開
始
さ
れ
た
﹁
國
民
曆
﹂
に
揭
載
さ
れ
る
こ
と
で
︑
周
知

が
圖
ら
れ
た
︒
た
だ
實
際
に
は
︑
�
日
を
季
�
感
が
大
き
く
ず
れ
る
陽
曆
に

單
純
に
移
し
替
え
る
こ
と
は
大
き
な
�
和
感
が
と
も
な
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ

の
實
效
性
は
ど
の
�
度
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
︑
分
析
が
必

;
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

以
上
の
內
容
を
ふ
ま
え
︑
m
違
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
の
中
國
�
代

�
﹂
で
は
︑
國
旗
︑
國
歌
︑
そ
し
て
記
念
日
の
�
代
中
國
に
お
け
る
歷
�
を

總
括
す
る
︒
淸
末
の
國
旗
制
定
に
始
ま
る
�
代
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
の

¥
入
は
︑
そ
の
後
の
政
治
體
制
の
變
容
と
と
も
に
展
開
を
8
げ
︑
南
京
國
民

政
府
時
�
に
は
記
念
日
な
ど
の
周
知
と
と
も
に
國
民
瓜
合
の
手
段
と
し
て
積

極
�
に
活
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ

ル
の
活
用
は
︑
日
中
戰
爭
�
か
ら
戰
後
へ
と
繼
承
さ
れ
︑
國
歌
に
つ
い
て
は

國
民
黨
に
よ
る
訓
政
m
了
を
�
け
て
改
め
て
制
定
が
檢
討
さ
れ
た
も
の
の
實

現
を
見
ず
︑
中
華
民
國
の
象
�
は
臺
灣
移
轉
後
も
今
日
に
至
る
ま
で
靑
天
白

日
滿
地
紅
旗
と
國
民
黨
黨
歌
が
使
用
さ
れ
續
け
て
い
る
︒
一
方
で
︑
國
民
黨

に
代
わ
り
戰
後
大
陸
の
荏
配
權
を
掌
握
し
た
共
產
黨
は
︑
中
華
人
民
共
和
國

の
円
國
と
と
も
に
五
星
紅
旗
と
義
勇
軍
:
行
曲
を
國
旗
お
よ
び
代
國
歌
に
制

定
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
ま
で
の
一
〇
�
一
〇
日
に
代
わ
り
一
〇
�
一
日
を
國
慶

�
に
定
め
て
大
々
�
に
祝
賀
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
兩
者
の
閒
に
は
︑
農
村

部
に
お
け
る
傳
瓜
民
俗
�
�
の
活
用
の
"
無
と
い
う
點
で
�
い
は
あ
る
も
の

の
︑
本
質
�
に
は
こ
れ
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
を
自
ら
の
權
威
に
な
る

べ
く
結
び
附
け
る
形
で
怨
規
に
制
定
す
る
と
い
う
共
.
性
が
見
出
せ
る
の
で

あ
る
︒

こ
う
し
た
戰
/
�
の
總
括
と
戰
後
へ
の
聯
續
性
の
展
¦
を
示
し
た
上
で
︑

﹁
結
論
﹂
と
し
て
本
書
は
以
下
の
よ
う
な
�
代
以
影
の
中
國
に
お
け
る
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
の
特
性
を
指
摘
す
る
︒
淸
4
打
倒
の
革
命
�
動
に
政

治
體
制
の
起
源
を
求
め
た
こ
と
で
︑
中
國
に
お
い
て
は
辛
亥
革
命
以
後
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
の
由
來
を
�
代
以
/
か
ら
の
聯
續
性
に
求
め
る
こ
と

が
困
難
に
な
り
︑
�
代
以
影
の
あ
る
時
點
に
創
出
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル
を
怨
政

權
の
成
立
と
と
も
に
]
用
す
る
と
い
う
過
�
を
繰
り
§
す
こ
と
と
な
っ
た
︒

必
然
�
に
︑
そ
れ
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
は
そ
の
]
用
を
6
張
す
る

政
治
集
團
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
不
可
分
の
存
在
と
し
て
�
識
さ
れ
︑
は
る
か

祖
先
の
こ
ろ
か
ら
と
い
っ
た
傳
瓜
に
根
差
し
た
¨
緖
で
は
な
く
︑
な
ぜ
自
分

は
そ
の
シ
ン
ボ
ル

(
そ
し
て
そ
の
背
景
に
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
)
を
�
け
入

れ
る
の
か
と
い
う
論
理
に
立
脚
し
て
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
確
か
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に
同
時
�
に
は
一
定
の
社
會
�
自
由
の
存
在
と
と
も
に
︑
國
民
黨
な
ど
の
政

治
集
團
が
完
s
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
の
解
釋
を
獨
占
す
る
こ
と
は
で

き
ず
︑
そ
う
し
た
集
團
か
ら
�
離
を
置
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
を
め

ぐ
る
言
說
や
そ
の
使
用
の
在
り
方
も
存
在
し
た
︒
こ
う
し
た
側
面
も
指
摘
し

つ
つ
︑
本
書
は
�
代
中
國
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
創
出
の
歷
�

を
︑﹁
國
家
の
た
め
に
死
ぬ
﹂
國
民
國
家
の
理
念
を
�
い
求
め
た
知
識
人
た

ち
の
今
か
ら
見
れ
ば
﹁
あ
ま
り
に
生
眞
面
目
﹂
な
t
勢
の
產
物
で
あ
っ
た
と

閲
め
く
く
っ
て
い
る
︒

三

以
上
︑
本
書
の
內
容
に
つ
い
て
そ
の
槪
;
を
紹
介
し
た
︒
個
々
に
は
さ
ら

な
る
解
�
を
求
め
た
い
點
も
指
摘
し
た
が
︑
ほ
ぼ
同
時
�
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

シ
ン
ボ
ル
の
歷
�
の
解
�
と
い
う
課
題
を
ª
成
し
た
と
1
價
し
て
良
い
で
あ

ろ
う
︒
淸
末
洋
務
�
動
時
�
に
端
を
發
す
る
そ
の
過
�
は
︑
二
〇
世
紀
に

至
っ
て
ま
さ
に
中
國
の
﹁
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ス
テ
イ
ト
﹂
�
の
課
題
の
一
«
と

し
て
よ
り
廣
範
に
推
:
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
國
家
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る

と
同
時
に
︑
國
民
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
︑
�
代

中
國
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
は
︑
政
治
體
制
の
變
動
と
と
も
に

制
定
と
變
�
の
過
�
を
繰
り
§
し
て
い
っ
た
︒
そ
れ
は
m
違
で
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
︑
�
代
天
皇
制
の
も
と
で
一
貫
し
て
﹁
日
の
丸
﹂﹁
君
が
代
﹂
を
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
き
た
日
本
と
は
好
對
照
で
あ
り
︑
傳
瓜
�
な

權
威
・
價
値
觀
と
直
接
に
聯
續
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
制
_
が
︑

中
國
に
お
い
て
は
�
代
�
な
理
念
と
結
び
附
い
た
形
で
の
シ
ン
ボ
ル
¥
入
を

餘
儀
な
く
さ
せ
た
︒
辛
亥
革
命
に
よ
る
傳
瓜
�
な
政
治
體
制
と
の
訣
別
が
︑

結
果
と
し
て
そ
の
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
の
在
り
方
を
こ
の
よ
う
に

規
定
し
た
の
で
あ
る
が
︑
言
い
奄
え
れ
ば
中
國
で
も
辛
亥
革
命
以
/
に
は
�

代
日
本
と
本
質
�
に
同
樣
の
シ
ン
ボ
ル
の
在
り
方
が
存
在
し
て
い
た
と
言
え

る
の
で
あ
る
︒

本
書
の
內
容
に
關
し
て
︑
一
つ
問
題
點
を
指
摘
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
の
�
代
�
な
性
格
が
專
ら
強
�
さ
れ
︑
傳
瓜
と
の
聯

續
性
に
つ
い
て
の
視
點
が
¬
い
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
/
述
し
た
よ
う
な
分

析
の
中
心
を
民
國
時
�
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
に
置
く
こ
と
で
︑
淸
末

時
�
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
や
や
/
�
と
し
て
の
位
置
附
け
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
こ
と
と
も
關
聯
し
よ
う
︒
た
と
え
ば
﹁
黃
龍
旗
﹂
が
傳
瓜
�
な
儀
仗
用

の
旗
幟
と
ど
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
上
の
共
.
性
を
"
し
︑
ど
の
點
が
そ
れ
と

は
衣
な
る
の
か(3
)
︒
康
煕
g
・
乾
隆
g
の
御
製
の
歌
を
も
と
に
作
詞
さ
れ
た
と

い
う
﹁
國
樂
﹂
の
歌
詞
が
︑
傳
瓜
�
な
宮
中
の
祝
宴
な
ど
で
奏
さ
れ
る
皇

g
・
王
4
の
頌
歌
と
ど
の
�
度
共
.
し
た
表
現
を
"
し
て
い
る
の
か(4
)
︒
そ
う

し
た
分
析
も
一
.
り
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
傳
瓜
を
繼
承
し
つ
つ
︑

君
6
と
限
ら
れ
た
大
臣
だ
け
で
は
な
く
︑
國
民
s
體
に
共
"
さ
れ
る
べ
き
シ

ン
ボ
ル
を
ど
の
よ
う
に
確
立
さ
せ
て
い
く
の
か
︒
歷
�
に
﹁
も
し
﹂
は
禁
句

で
あ
る
が
︑
淸
末
に
お
け
る
取
り
組
み
は
︑
中
國
に
お
い
て
も
あ
る
時
點
ま

で
そ
う
し
た
方
向
性
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
の
創
出
が
試
み
ら
れ
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
﹁
黃
龍
旗
﹂
に
關
し
て
も
衣
論
は
一
部

に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
傳
瓜
�
な
皇
g
の
象
�
と
し
て
の
﹁
龍
﹂

の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
︑
そ
の
ま
ま
�
代
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
へ
と
定
着

し
て
い
く
方
向
性
が
十
分
あ
り
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る(5
)
︒

一
方
で
︑
本
書
が
基
本
�
に
分
析
の
對
象
外
と
し
た
戰
後
中
華
人
民
共
和

國
時
�
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
の
問
題
に
關
し
て
も
︑
よ
り
踏

み
�
ん
だ
考
察
と
淸
末
・
民
國
時
�
と
の
對
比
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
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い
か
と
思
う
︒
そ
れ
は
m
違
の
﹁
結
論
﹂
で
述
べ
ら
れ
る
﹁
辛
亥
革
命
後
の

中
華
民
國
は
︑
天
皇
に
相
當
す
る
瓜
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
具
體
�
な
人
物

を
缺
い
た

(三
二
四
頁
)﹂
と
い
う
狀
況
が
︑
戰
後
は
一
變
す
る
か
ら
で
あ

り
︑
ま
さ
に
毛
澤
東
の
®
宴
畫
が
天
皇
の
﹁
御
眞
影
﹂
さ
な
が
ら
に
︑
瓜
合

の
ほ
ぼ
唯
一
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
社
會
s
體
に
行
き
渡
っ
て
い
く
狀
況
を
本

書
で
も
語
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う(6
)
︒
結
果
と
し
て
後
景
に
¯
い
た

﹁
五
星
紅
旗
﹂
と
﹁
義
勇
軍
:
行
曲
﹂
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

再
び
重
視
さ
れ
て
い
く
の
は
比
�
�
�
年
の
こ
と
で
あ
り
︑
�
高
指
¥
者
の

人
格
に
も
は
や
依
據
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
代
中
國
の
瓜
合
の
上
で
︑
代

用
不
能
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
た
だ
︑
そ
の
シ
ン
ボ
ル
性
は
體

制
の
側
に
と
っ
て
は
諸
°
の
劍
で
あ
り
︑
あ
た
か
も
民
國
時
�
の
愛
國
�
動

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
國
旗
を
揭
げ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
�
動
の
矛
先

は
︑
時
に
政
府
・
共
產
黨
の
瓜
制
に
收
ま
ら
な
い
﹁
體
制
批
j
﹂
を
潛
在
さ

せ
た
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
狀
況
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
シ
ン
ボ
ル
の
問
題
の
現
狀
に
つ
い
て
︑
本
書
は
は
な
は
だ
禁
欲
�
な
態

度
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
︒
今
後
こ
れ
ら
の
問
題
に
對
し
て
も
︑
積
極
�
に

見
解
を
披
瀝
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
︒

以
上
の
よ
う
な
批
1
と
は
別
に
︑
本
書
を
讀
ん
で
知
る
こ
と
の
で
き
た
興

味
深
い
事
實
を
こ
こ
に
少
し
述
べ
た
い
と
思
う
︒
一
九
一
二
年
か
ら
一
三
年

に
か
け
て
の
辛
亥
革
命
一
周
年
に
際
し
て
︑
そ
の
記
念
日
を
い
つ
に
設
定
す

る
か
が
議
論
と
な
り
︑
�
m
�
に
武
昌
蜂
起
の
記
念
日
を
陽
曆
に
奄
算
し
た

一
〇
�
一
〇
日
を
國
慶
日
と
し
て
記
念
行
事
を
實
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
經

雲
は
︑
/
述
し
た
よ
う
に
第
三
違
で
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
︒
實
は
︑
そ

れ
と
と
も
に
候
補
と
さ
れ
た
南
京
臨
時
政
府
成
立
記
念
日
の
一
�
一
日
と
︑

淸
4
に
よ
る
共
和
�
諾
の
日
を
や
は
り
陽
曆
に
奄
算
し
た
二
�
一
二
日
に
つ

い
て
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
記
念
日
に
指
定
さ
れ
︑
一
九
一
三
年
に
は
い
ず
れ
も
休

日
と
さ
れ
た
こ
と
が
本
書
で
は
言
{
さ
れ
て
い
る

(九
五
頁
)
︒
そ
の
後
こ

れ
ら
の
記
念
日
︑
特
に
二
�
一
二
日
が
い
つ
ま
で
休
日
と
し
て
公
�
に
記
念

さ
れ
た
の
か
は
︑
殘
念
な
が
ら
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
當
初
は
こ
の
よ
う

に
淸
4
m
焉
の
日
も
記
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
九
九
年
後
の

辛
亥
革
命
百
周
年
に
際
し
て
は
︑
周
知
の
如
く
こ
の
三
つ
の
記
念
日
の
う
ち

一
〇
�
一
〇
日
と
一
�
一
日
が
大
陸
な
ら
び
に
臺
灣
で
盛
大
に
祝
賀
さ
れ
た

の
に
對
し
︑
二
�
一
二
日
に
つ
い
て
は
知
り
得
た
範
圍
で
は
特
段
の
記
念
行

事
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
革
命
�
の
重
;
な
展
開
︑
あ
る
い
は

中
華
民
國
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
視
點
を
置
け
ば
︑
淸
4
側
に
よ
る
革
命
の

�
け
入
れ
は
副
d
�
な
出
來
事
に
す
ぎ
ず
︑
敢
え
て
記
念
す
る
に
値
し
な
い

と
大
陸
・
臺
灣
雙
方
の
見
解
は
一
致
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

中
國
�
s
體
に
視
點
を
置
け
ば
︑
古
代
以
來
の
王
4
體
制
に
m
焉
が
吿
げ
ら

れ
た
こ
の
日
の
方
に
こ
そ
︑
歷
�
の
劃
�
と
し
て
よ
り
大
き
な
!
義
が
存
在

し
て
い
る
と
の
見
方
も
成
り
立
つ
︒
そ
の
百
周
年
の
記
念
日
が
︑
何
ら
の
²

!
を
拂
わ
れ
る
こ
と
な
く
^
凡
な
一
日
と
し
て
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
︑
1
者
は
い
さ
さ
か
の
寂
寞
を
感
じ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
著
者
も
あ
る
い

は
同
樣
の
感
慨
を
も
た
れ
で
あ
ろ
う
か
︒

�
後
に
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
點
と
し
て
︑
第
七
違
の
²
(
3
)で

﹁
s
國
で
大
規
模
な
禁
´
�
動
を
行
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
が

(二
二
四
頁
)︑

中
國
�
代
�
の
知
識
が
あ
れ
ば
�
µ
か
ら
こ
の
場
合
は
タ
バ
コ
の
禁
´
で
は

な
い
と
分
か
る
も
の
の
︑
や
は
り
﹁
ア
ヘ
ン
の
禁
絕
�
動
﹂
と
い
っ
た
表
現

で
說
�
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

本
來
な
ら
ば
︑
刊
行
よ
り
一
年
ほ
ど
で
揭
載
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
の

書
1
を
︑
よ
う
や
く
會
員
諸
氏
の
も
と
に
屆
け
る
こ
と
が
で
き
た
︒
1
者
の
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菲
才
と
怠
慢
と
に
よ
り
︑
當
初
の
豫
定
よ
り
大
幅
に
揭
載
が
遲
れ
た
こ
と
を
︑

著
者
を
は
じ
め
と
す
る
各
位
に
は
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
怨
た
な

世
代
に
よ
る
地
�
な
硏
究
成
果
を
世
に
傳
え
る
役
割
を
多
少
な
り
と
も
果
た

せ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
︑
擱
筆
す
る
︒

�(1
)

故
宮
�
物
院
·
﹃
淸
�
圖
典

第
十
册

咸
豐
同
治
4
﹄
紫
禁
城
出

版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︒

(2
)

こ
う
し
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
ま
ず
吉
村
忠
典
﹁﹁
g
國
﹂
と
い

う
槪
念
に
つ
い
て
﹂
(﹃
�
學
雜
誌
﹄
第
一
〇
八
·
第
三
號
︑
一
九
九
九

年
)
が
先
驅
�
な
問
題
提
起
を
行
っ
て
お
り
︑
�
代
�
な
!
味
で
の

﹁
g
國
﹂
の
用
例
が
日
本
に
由
來
す
る
こ
と
を
�
ら
か
に
し
て
い
る
︒

そ
の
中
國
へ
の
傳
播
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
天
4
﹁
大
淸
國
﹂
か
ら
國

民
國
家
﹁
大
淸
g
國
﹂
へ
︱
︱
淸
末
に
お
け
る
政
治
體
制
再
·
と
多

民
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
︱
︱
﹂
(﹃
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
�
學
﹄

第
六
號
︑
二
〇
一
〇
年
)
を
參
照
さ
れ
た
い
︒

(3
)

淸
4
時
�
の
儀
仗
用
の
旗
幟
に
つ
い
て
は
︑﹃
大
淸
會
典
圖
﹄
に
圖

面
が
揭
載
さ
れ
て
い
る

(光
緖
二
十
五
年
重
修
版
卷
八
十
一
輿
衞
五
～

卷
八
十
二
輿
衞
六
)︒
こ
れ
を
見
る
と
龍
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
は
用

¸
に
よ
っ
て
八
種
類
に
分
か
れ
︑
橫
長
の
直
角
三
角
形
︑
變
則
�
な
五

角
形
︑
縱
長
の
長
方
形
と
形
狀
が
多
樣
で
あ
る
ほ
か
︑
配
色
も
黃
色
地
︑

白
地
︑
靑
地
︑
赤
地
と
複
數
の
種
類
が
あ
り
︑
こ
う
し
た
多
種
多
樣
な

﹁
龍
旗
﹂
の
中
で
︑
ど
れ
が
�
代
に
お
け
る
國
旗
制
定
に
あ
た
っ
て
モ

デ
ル
と
な
っ
た
の
か
は
︑
淸
4
儀
禮
制
度
自
體
の
硏
究
を
ふ
ま
え
て
分

析
す
べ
き
課
題
で
あ
る
︒

(4
)

宮
廷
儀
禮
で
奏
さ
れ
る
6
;
な
樂
曲
に
つ
い
て
は
︑﹃
淸
�
稿
﹄
の

樂
志
に
歌
詞
が
揭
載
さ
れ
て
お
り

(卷
九
十
六
～
卷
百
)
︑
こ
れ
と
照

合
す
る
と
︑﹁
鞏
金
甌
﹂
︑﹁
民
物
﹂
︑﹁
淸
時
﹂︑
﹁
蒼
穹
﹂
と
い
っ
た
表

現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
ま
と
ま
っ
て
一
致
す
る
歌
詞
は
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

(5
)

こ
の
點
に
關
し
て
は
︑
國
旗
と
竝
行
し
て
淸
末
の
時
點
で
龍
を
シ
ン

ボ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
]
用
し
た
貨
º

(
龍
洋
)
や
郵
b
切
手

(大
龍
郵

票
)
の
存
在
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

(6
)

戰
後
中
國
に
お
け
る
毛
澤
東
の
®
宴
畫
の
社
會
�
シ
ン
ボ
ル
�
を
め

ぐ
っ
て
は
︑
牧
陽
一
・
松
浦
恆
雄
・
川
田
:
﹃
中
國
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

藝
»
︱
︱
毛
澤
東
樣
式
に
見
る
革
命
の
記
憶
﹄
(岩
波
書
店
︑
二
〇
〇

〇
年
)
の
﹁
第
四
違

毛
澤
東
宴
の
¤
生
︱
︱
個
人
崇
拜
へ
の
�
﹂

(川
田
:
著
)
お
よ
び
﹁
第
五
違

ア
ジ
ア
�
專
制
ア
ー
ト
︱
︱
增
殖

す
る
毛
澤
東
宴
﹂
(牧
陽
一
著
)
を
參
照
︒
こ
の
ほ
か
內
¼
陽
介
﹃
マ

オ
の
®
宴

︱
︱
毛
澤
東
切
手
で
讀
み
解
く
現
代
中
國
﹄
(雄
山
閣
出
版
︑

一
九
九
九
年
)
は
︑
郵
b
切
手
の
デ
ザ
イ
ン
を
題
材
に
そ
の
過
�
を
分

析
す
る
︒

[�
記
﹈本

書
の
第
四
違
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
淸
末
の
國
歌
制
定
の
過
�
に
際

し
て
﹁
國
樂
﹂
に
先
立
っ
て
國
歌
と
し
て
使
用
さ
れ
た
樂
曲
の
存
在

に
つ
い
て
︑
そ
の
具
體
�
な
內
容
を
s
曲
の
錄
¡
と
と
も
に
紹
介
し

た
¾
料
を
こ
の
ほ
ど
發
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

動
畫
投
稿
サ
イ
ト
﹁
Y
ouT
ube
﹂
に
て
公
開
さ
れ
た
﹁
淸
4
�
第

一
首
代
國
歌
︱
︱
�
天
樂
﹂
(http
://youtu.be/pgY
-iZ
pA
B
6U
)
︑
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﹁
淸
4
第
二
首
代
國
歌
︱
︱
李
中
堂
樂
﹂
(http
:
//youtu.be/

Z
F
y7O
T
L
pJT
Q
)︑﹁
淸
4
第
三
首
代
國
歌
︱
︱
頌
龍
旗
﹂
(http
:

//youtu.be/usN
B
V
ifj4W
w
)
の
各
動
畫
が
そ
れ
で
︑
�
初
に
國
歌

と
し
て
使
用
さ
れ
た
曾
紀
澤
作
曲
の
﹁
華
祝
歌
﹂
と
同
一
の
曲
か
ど
う

か
は
不
�
で
あ
る
と
い
う
形
で
言
{
さ
れ
て
い
る
同
じ
く
曾
作
曲
の

﹁
�
天
樂
﹂
や
︑
0
11
に
お
い
て
一
說
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
﹁
李
中

堂
樂
﹂
の
存
在
が
そ
れ
ぞ
れ
�
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
0
16
で
紹

介
さ
れ
て
い
る
陸
軍
使
用
の
﹁
國
樂
﹂
に
つ
い
て
も
︑﹁
李
中
堂
樂
﹂

の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
用
い
て
作
曲
さ
れ
た
三
番
目
の
﹁
頌
龍
旗
﹂
に
當
た

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
樂
曲
は
︑
い
ず
れ
も
一
九
一
〇

年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
上
海
百
代
公
司
や
ビ
ク
タ
ー
な
ど
中
外

の
レ
コ
ー
ド
會
社
が
製
作
發
賣
し
た
レ
コ
ー
ド
に
收
錄
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
︑
今
後
は
こ
う
し
た
¡
源
¾
料
の
發
掘
も
重
;
な
課
題
と
な
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
︒

二
〇
一
一
年
三
�

東
京

東
京
大
學
出
版
會

Ａ
五
j

一
〇+

三
五
四+

九
頁

六
四
〇
〇
圓+

稅
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